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愛
知
県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
に
お
け
る
校
内
授
業
研
究
の
基
盤
構
築

―
渥
美
利
夫
に
よ
る
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』
の
分
析
を
も
と
に
― 

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
愛
知
県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
（
以
下
、
新
城

小
と
す
る
）
の
事
例
を
取
り
あ
げ
、
渥
美
利
夫
に
よ
る
校
長
室
通
信

『
考
え
る
』
が
校
内
授
業
研
究
の
基
盤
構
築
に
お
い
て
果
た
し
た
役

割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
の
授
業
研
究
は
、
明
治
・
大
正
期
か
ら
蓄
積
さ
れ
、
教
師
が

互
い
に
学
び
合
う
文
化
と
し
て
学
校
教
育
に
内
包
さ
れ
て
い
る
。
授

業
研
究
の
蓄
積
か
ら
多
様
な
実
践
が
生
み
出
さ
れ
、
問
題
解
決
学
習

も
そ
の
歴
史
か
ら
紡
が
れ
て
き
た
実
践
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
取

り
あ
げ
る
渥
美
利
夫
は
一
貫
し
て
問
題
解
決
学
習
の
実
践
研
究
に
取

り
組
ん
だ
社
会
科
の
初
志
を
つ
ら
ぬ
く
会
（
以
下
、
初
志
の
会
）
を

代
表
す
る
実
践
家
で
あ
り
、
校
長
と
し
て
も
問
題
解
決
学
習
を
中
核

と
し
た
校
内
授
業
研
究
を
模
索
し
続
け
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
渥
美
に
つ
い
て
、
木
村
博
一
は
、
渥
美
が
地
域
教
育

実
践
の
構
築
に
尽
力
し
、
一
貫
し
て
問
題
解
決
学
習
の
普
及
に
つ
と

め
て
い
た
実
践
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
１
）。

山
下
大
喜
、
白

井
克
尚
、
土
屋
武
志
は
、
渥
美
が
長
き
に
わ
た
り
初
志
の
会
の
機
関

誌
『
考
え
る
子
ど
も
』
の
編
集
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

渥
美
が
校
長
時
代
に
担
当
し
た
同
誌
連
載
か
ら
、「
現
場
の
授
業
研

究
」
を
志
向
し
つ
つ
社
会
科
を
中
核
と
し
た
校
内
研
究
体
制
の
構
築

に
取
り
組
ん
で
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（
２
）。

な
か
で
も
、
新

城
小
校
長
時
代
（
一
九
八
三
年
四
月
―
一
九
八
七
年
三
月
）
に
つ
い

て
、
的
場
正
美
は
「
教
師
相
互
の
協
働
研
究
」
を
通
じ
て
作
成
さ
れ

た
「
複
線
型
授
業
案
」
が
授
業
研
究
の
方
法
論
史
に
お
い
て
重
要
な

一
例
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る（
３
）。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
白
井
克
尚
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は
校
内
史
資
料
の
検
討
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
進
め
、「
複
線
型

授
業
案
」
の
作
成
過
程
に
内
在
し
て
い
た
「
三
枚
重
ね
の
論
理
」
に

着
目
し
、
そ
の
事
前
検
討
プ
ロ
セ
ス
に
新
城
小
に
お
け
る
校
内
授
業

研
究
の
独
自
性
が
存
在
し
た
と
し
て
い
る（
４
）。
こ
う
し
た
一
連
の
新
城

小
に
お
け
る
「
初
志
の
会
の
問
題
解
決
学
習
を
中
心
と
し
た
授
業
研

究
」
は
、
渥
美
校
長
退
職
後
も
継
続
的
に
展
開
さ
れ
、
的
場
正
美

は
、
一
九
九
二
年
の
杉
浦
徹
実
践
を
事
例
に
、
そ
こ
に
は
「
当
時
の

渥
美
利
夫
の
考
え
と
そ
れ
を
具
現
化
し
た
学
校
の
研
究
の
歴
史
と
研

究
の
考
え
方
や
方
法
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
明
ら
か
に
し
て

い
る（
５
）。

　

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か
ら
は
、
初
志
の
会
と
の
交
流
関
係
を
背
景

と
し
つ
つ
、
渥
美
が
問
題
解
決
学
習
の
普
及
に
つ
と
め
た
地
域
的
役

割
や
新
城
小
に
お
け
る
校
内
授
業
研
究
の
方
法
論
的
特
質
を
み
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。
的
場
正
美
が
論
じ
る
よ
う
に
、
新
城
小
は
渥
美

校
長
の
も
と「
初
志
の
会
の
精
神
を
基
礎
」と
し
つ
つ
組
織
的
に「
問

題
解
決
学
習
を
推
進
す
る
」
研
究
拠
点
校
で
も
あ
っ
た（
６
）。

こ
の
よ
う

に
従
来
の
諸
研
究
で
は
、
渥
美
校
長
の
も
と
で
展
開
さ
れ
た
新
城
小

の
校
内
授
業
研
究
が
組
織
的
か
つ
継
続
的
に
行
な
わ
れ
、
研
究
史
の

な
か
で
も
特
筆
す
べ
き
重
要
な
事
例
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

新
城
小
に
お
け
る
実
践
的
な
模
索
が
み
ら
れ
る
史
資
料
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
も
校
内
研
究
紀
要
『
新
城
レ
ポ
ー
ト
』、
研
究
図
書
『
し
ゃ

べ
る
授
業
か
ら
見
守
る
授
業
へ　

―
子
ど
も
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
発

言
を
め
ざ
す
』、
渥
美
自
身
に
よ
る
『
考
え
る
子
ど
も
』
で
の
連
載

が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
校
長
と
し
て
渥
美
が
果
た
し
た
役
割
を

さ
ら
に
考
察
す
る
た
め
に
は
、
渥
美
自
身
に
よ
る
校
長
室
通
信
『
考

え
る
』
が
重
要
な
史
資
料
と
な
り
う
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
校
内
授
業
研
究
に
先
立
っ
て
行
な
わ
れ
て

い
た
現
職
教
育
に
焦
点
化
す
る
。
現
職
教
育
で
渥
美
は
自
筆
の
校
長

室
通
信
『
考
え
る
』
を
配
布
し
、
そ
れ
を
も
と
に
し
な
が
ら
校
長
講

話
を
行
な
っ
て
い
た
。
千
々
布
敏
弥
は
、「
校
長
が
自
分
の
信
念
を

教
職
員
に
理
解
（
支
持
）
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
場
合
、
集
団
に
対

す
る
語
り
か
け
と
い
う
手
法
が
多
く
と
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
校

長
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
お
け
る
校
長
講
話
の
意
義
を
論
じ
て
い
る（
７
）。

こ
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、渥
美
自
身
が
現
職
教
育
で
配
布
し
、

校
長
講
話
と
し
て
自
ら
の
声
で
直
接
語
り
か
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、

校
長
室
通
信
『
考
え
る
』
は
校
内
授
業
研
究
に
か
か
わ
る
研
究
方
針

の
共
有
化
、
具
体
化
、
改
善
へ
の
模
索
に
と
っ
て
基
軸
と
な
る
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
下
、ま
ず
第
一
節
で
は
、校
内
授
業
研
究
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ

て
、
新
城
小
で
は
い
か
な
る
研
究
体
制
が
組
織
さ
れ
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
節
で
は
、
学
校
組
織
全
体
で
校
内
授

業
研
究
の
研
究
方
針
を
共
有
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、校
長
室
通
信『
考

え
る
』
を
も
と
に
し
た
現
職
教
育
が
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第
三
節
で
は
、
校
長
室
通
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信
『
考
え
る
』
を
も
と
に
、
渥
美
が
い
か
な
る
授
業
研
究
方
法
論
を

参
照
し
な
が
ら
、
校
内
授
業
研
究
の
方
策
を
示
し
て
い
た
の
か
に
つ

い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一　

校
内
研
究
体
制
の
組
織
化

　

本
節
で
は
、
新
城
小
で
展
開
さ
れ
た
校
内
授
業
研
究
の
全
体
像
を

と
ら
え
る
た
め
、
渥
美
校
長
の
も
と
で
組
織
さ
れ
た
校
内
研
究
体
制

の
概
要
を
示
す
。

　

渥
美
が
新
城
小
へ
校
長
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
一
九
八
三
年
四

月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
、
渥
美
は
校
長
と
し
て
東
陽
小

学
校
（
一
九
七
六
年
四
月
―
一
九
七
八
年
三
月
）、
東
郷
東
小
学
校

（
一
九
八
〇
年
四
月
―
一
九
八
三
年
三
月
）
に
お
い
て
社
会
科
を
中

核
と
し
た
校
内
研
究
体
制
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
た（
８
）。
東
郷
東
小

学
校
で
は
、
中
西
光
夫
校
長
（
一
九
七
〇
年
四
月
―
一
九
七
三
年
三

月
）
の
も
と
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
考
え
を
だ
い
じ
に
す
る
授
業
」
を

主
題
と
し
た
校
内
授
業
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
た（
９
）。

渥
美
は
こ
の
研

究
蓄
積
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、「
子
ど
も
の
側
に
立
っ
た
教
育
で
社
会

科
中
心
の
研
究
体
制
で
進
む
」
こ
と
に
し
た）

（（
（

。
一
九
八
三
年
四
月
に

渥
美
は
新
城
小
へ
と
異
動
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
中
西
光
夫
校
長
の

後
任
と
し
て
直
接
バ
ト
ン
を
受
け
継
ぐ
形
で
の
着
任
で
あ
っ
た
。

　

新
城
小
着
任
に
あ
た
っ
て
、
渥
美
は
自
ら
が
編
集
を
つ
と
め
る
初

志
の
会
の
機
関
誌
『
考
え
る
子
ど
も
』
で
連
載
「
し
ろ
あ
と
の
記
」

を
新
た
に
開
始
し
て
い
る
。
そ
の

一
番
初
め
の
連
載
記
事
に
お
い

て
、
渥
美
は
「
新
し
い
学
校
で
」

を
副
題
と
し
て
、「
今
ま
で
東
陽

小
、
東
郷
東
小
で
の
経
験
し
た
方

式
を
主
軸
に
し
て
、
さ
ら
に
短

期
間
に
ど
う
充
実
さ
せ
る
か
と
い

う
よ
り
ほ
か
に
と
る
道
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る）

（（
（

。
そ

こ
で
、
ま
ず
渥
美
が
着
手
し
た
の

が
校
内
研
究
体
制
の
組
織
化
で
あ

る
。

　

新
城
小
の
校
務
分
掌
は
「
生
活

部
」、「
教
務
部
」、「
研
究
部
」、「
保

健
部
」、「
環
境
部
」
に
分
か
れ
て

い
た
。
渥
美
は
「
研
究
部
」
の
も

と
に
全
校
的
な
校
内
研
究
体
制
を

組
織
し
た
。
そ
の
全
体
像
は
以
下

の
図
一
に
示
し
た
通
り
で
あ
る）

（（
（

。

　

上
記
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
渥
美
は
全
校
的
な
体
制
と
す
る

た
め
、「
タ
テ
糸
と
ヨ
コ
糸
の
織
り
な
す
」
形
で
校
内
授
業
研
究
の 図１　部会組織
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組
織
化
を
図
っ
た）

（（
（

。
具
体
的
に
い
え
ば
、「
タ
テ
糸
」
の
「
学
年
別

グ
ル
ー
プ
」
で
あ
る
「
低
学
年
」、「
中
学
年
」、「
五
年
」、「
六
年
」

と
「
ヨ
コ
糸
」
の
「
分
野
別
グ
ル
ー
プ
」
で
あ
る
「（
一
）
朝
の
会
（
子

ど
も
の
発
言
）」、「（
二
）
抽
出
児
（
カ
ル
テ
）」、「（
三
）
単
元
構
成
」、

「（
四
）
本
時
の
展
開
」
が
互
い
に
織
り
な
す
形
で
「
研
究
会
部
会
」

を
組
織
し
た
。
渥
美
は
校
内
の
教
員
全
員
が
必
ず
上
記
の
い
ず
れ
か

に
属
す
る
よ
う
な
形
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
研
究
部
」
に
は
「
学

年
別
グ
ル
ー
プ
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
名
（
合
計
四
名
）
が
参
加
し
、

学
校
全
体
の
研
究
を
と
り
ま
と
め
る
「
研
究
推
進
の
役
割
」
を
担
わ

せ
る
こ
と
に
し
た）

（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
部
会
編
成
の
も
と
、
渥
美
は
校
内
授
業
研
究
を
進

め
る
う
え
で
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、「
研
究
授
業
を
は

さ
み
、
事
前
検
討
会
一
回
・
事
後
検
討
会
二
回
を
行
な
い
、
合
計
三

回
の
部
会
を
重
ね
て
い
く
」
形
と
し
た）

（（
（

。
そ
の
な
か
で
も
、
こ
れ
ま

で
の
諸
研
究
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
教
師
相
互
の
協
働
研
究
」

を
通
じ
て
「
複
線
型
授
業
案
」
の
作
成
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

新
城
小
に
お
け
る
校
内
授
業
研
究
の
独
自
性
と
し
て
大
い
に
特
筆
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
渥
美
が
複
線
型
授
業
の
実
現
に
向

け
た
事
前
検
討
を
重
要
視
し
て
い
た
の
は
、「
今
ま
で
の
研
究
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
す
べ
て
『
あ
っ
た
授
業
』
の
あ
と
で
行
わ
れ
る
事
後
検

討
と
し
て
の
授
業
研
究
で
あ
っ
た
」
と
い
う
反
省
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
り
、「
少
し
で
も
子
ど
も
の
論
理
を
授
業
の
主
体
」
に
す
る
た
め

で
も
あ
っ
た）

（（
（

。

二　

現
職
教
育
と
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』

　

本
節
で
は
、
校
内
授
業
研
究
の
研
究
方
針
を
学
校
組
織
全
体
で
共

有
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
現
職
教
育
で
配
布
さ
れ
た
渥
美
に
よ
る
自

筆
の
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』
が
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
を
提
示

す
る
。

　

新
城
小
に
お
い
て
、
現
職
教
育
は
校
内
授
業
研
究
に
先
立
つ
形
で

具
体
的
な
研
究
方
針
を
共
有
化
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
現
職
教
育
は
事
前
検
討
、
研
究
授
業
、
事
後
検
討
の

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
課
題
を
検
討
し
、
改
善
策

を
導
出
し
て
い
く
場
で
も
あ
っ
た
。

　

渥
美
の
前
任
に
あ
た
る
中
西
光
夫
校
長
も
新
城
小
時
代
に
は
現
職

教
育
の
た
め
に
『
白
雲
悠
々
』
と
題
し
た
校
長
室
通
信
を
発
行
し
て

い
た）

（（
（

。
東
郷
東
小
学
校
で
は
中
西
の
前
任
に
あ
た
る
黒
田
親
校
長
が

『
授
業
見
て
あ
る
記
』
と
題
し
た
校
長
室
通
信
を
毎
週
職
員
へ
配
布

し
て
い
た
と
い
う
。
新
城
小
で
は
各
教
員
に
よ
っ
て
こ
ま
め
に
学
級

通
信
や
学
年
通
信
が
発
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
中
西
は
「
真
摯
な

学
級
経
営
へ
の
取
り
組
み
」
に
触
発
さ
れ
る
形
で
校
長
室
通
信
の
発

行
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。
加
え
て
、
校
長
室
通
信
の
発
行
を
試
み

た
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
、中
西
は
東
井
義
雄
に
よ
る
『
培
其
根
』
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を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
『
培
其
根
』
に
つ
い
て
、
中
西
は
以
下
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

　

東
井
義
雄
先
生
が
校
長
に
な
っ
て
か
ら
、『
培
其
根
』
と
い
う

プ
リ
ン
ト
を
出
さ
れ
、
時
折
頂
戴
し
た
こ
と
が
あ
る
。
職
員
の
実

践
記
録
を
自
ら
プ
リ
ン
ト
に
さ
れ
て
、
そ
れ
に
ご
自
分
の
所
感
を

書
か
れ
た
、
子
ど
も
と
担
任
教
師
と
校
長
の
一
体
と
な
っ
た
、
実

に
尊
い
東
井
先
生
な
ら
で
は
の
お
仕
事
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
『
培
其
根
』
と
は
東
井
が
八
鹿
小
学
校

（
兵
庫
県
）
の
校
長
を
つ
と
め
て
い
た
際
に
発
行
さ
れ
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
個
々
の
教
師
に
よ
る
実
践
記
録
と
そ
の
省
察
が
記
さ
れ
た

『
週
録
』に
東
井
が
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
、そ
の
や
り
と
り
を
東
井
は『
培

其
根
』
と
し
て
配
布
し
て
い
た
。
実
践
記
録
と
そ
れ
に
東
井
の
言
葉

が
附
さ
れ
た
『
培
其
根
』
は
、
現
職
教
育
に
お
い
て
学
校
経
営
や
授

業
づ
く
り
の
具
体
的
な
研
究
方
針
を
組
織
全
体
で
共
有
化
し
て
い
く

重
要
な
媒
体
と
し
て
機
能
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
東
井
義
雄
の
授

業
づ
く
り
を
論
じ
た
豊
田
ひ
さ
き
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、『
週
録
』
を
通
じ
た
教
師
た
ち
と
の
や
り
と
り
は
東
井
自
身
が

実
践
し
て
き
た
「
生
活
綴
方
的
教
育
方
法
」
に
も
通
底
す
る
も
の
で

あ
り
、
そ
う
し
た
や
り
と
り
を
校
長
室
通
信
の
形
で
共
有
化
す
る
こ

と
に
よ
り
、
東
井
は
教
師
同
士
が
つ
な
が
り
合
う
協
働
的
な
校
内
研

究
体
制
の
形
成
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
総
じ
て
、
校
内
の
実
際

に
即
し
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
校
長
室
通
信
は
学
校
現
場
を
基
盤
と
し

た
校
内
授
業
研
究
の
基
軸
と
な
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
中
西
の

叙
述
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
本
稿
で
対
象
と
す
る
地
域
に
お
い
て
も

同
様
な
試
み
が
歴
史
的
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
蓄
積
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
同
じ
く
「
現
場

の
授
業
研
究
」
を
志
向
し
て
い
た
渥
美
自
身
も
現
職
教
育
に
お
け
る

校
長
講
話
の
主
た
る
題
材
と
し
て
自
筆
の
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』

を
「
一
枚
文
集
」
の
形
で
発
行
し
て
い
た
。
渥
美
の
『
考
え
る
』
は

東
陽
小
学
校
校
長
時
代
か
ら
始
め
た
も
の
で
あ
り
、
新
城
小
時
代
に

限
っ
て
も
四
年
間
合
計
で
一
二
〇
号
を
数
え
た）

（（
（

。
そ
の
内
容
は
授
業

づ
く
り
、
子
ど
も
理
解
、
指
導
案
作
成
、
社
会
科
授
業
、
学
校
行
事
、

公
開
授
業
研
究
会
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
現
職
教
育
で
『
考

え
る
』
を
配
布
す
る
狙
い
に
つ
い
て
、
渥
美
は
「
授
業
を
考
え
る
よ

り
ど
こ
ろ
と
し
『
学
校
づ
く
り
』
の
核
と
し
て
職
員
と
の
パ
イ
プ
の

役
割
を
担
わ
せ
た
」と
記
し
て
い
る）

（（
（

。
当
時
、新
城
小
の
教
員
で
あ
っ

た
杉
浦
徹
は
、『
考
え
る
』
に
は
「
全
職
員
が
子
ど
も
一
人
ひ
と
り

を
見
守
り
授
業
改
善
に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
自
己
変
革
し
て
い
く
の

か
」
と
い
う
「
渥
美
の
願
う
教
師
像
」
が
「
多
角
的
に
」
書
か
れ
て

い
た
と
い
う）

（（
（

。
そ
の
う
え
で
、『
考
え
る
』
を
も
と
に
し
た
渥
美
の

校
長
講
話
に
つ
い
て
、「
具
体
的
な
方
策
と
背
景
に
あ
る
教
育
に
か

け
る
信
念
に
一
つ
一
つ
納
得
し
て
聞
き
入
り
ま
し
た
」
と
振
り
返
っ
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て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
ら
の
証
言
か
ら
は
、
新
城
小
に
お
い
て
現
職
教
育
が

「
授
業
を
考
え
る
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
な
る
役
割
を
果
た
し
、『
考
え
る
』

を
も
と
に
し
た
渥
美
の
校
長
講
話
が
学
校
組
織
全
体
で
具
体
的
な
研

究
方
針
や
今
後
の
展
望
を
共
有
化
す
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
節
で
は
、
多
岐
に
わ
た
る
『
考
え
る
』
の
な
か
で
も
、
渥
美
が

校
内
授
業
研
究
の
基
盤
構
築
に
あ
た
っ
て
参
照
し
て
い
た
授
業
研
究

方
法
論
を
検
討
す
る
た
め
、『
考
え
る
』
第
十
四
号
の
「
読
む
こ
と

と
書
く
こ
と
」（
一
九
八
三
年
六
月
三
〇
日
）
を
分
析
の
中
心
に
す

え
る）

（（
（

。
こ
の
第
十
四
号
に
お
い
て
、
渥
美
は
「
教
育
学
者
の
も
の
」

と
「
実
践
家
の
も
の
」
の
双
方
か
ら
授
業
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
参
照

し
て
ほ
し
い
文
献
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

三　

先
人
か
ら
学
ぶ
姿
勢

　

本
節
で
は
、
渥
美
に
よ
る
自
筆
の
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』
第

十
四
号
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
校
内
授
業
研
究
の
基
盤
構
築
に
あ

た
っ
て
渥
美
が
参
照
し
て
い
た
授
業
研
究
方
法
論
を
順
に
検
討
し
、

校
内
授
業
研
究
の
研
究
方
針
が
ど
の
よ
う
に
共
有
化
さ
れ
、
具
体
化

さ
れ
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

　
『
考
え
る
』
第
十
四
号
を
も
と
に
し
た
現
職
教
育
が
行
な
わ
れ
た

の
は
一
九
八
三
年
六
月
三
〇
日
で
あ
り
、
渥
美
に
と
っ
て
新
城
小
初

年
度
の
夏
休
み
直
前
に
あ
た
る
。
そ
の
冒
頭
で
、
渥
美
は
「
読
む
こ

と
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

読
書
す
る
こ
と
が
、
あ
る
意
味
で
は
商
売
と
も
い
う
べ
き
職
業

で
あ
り
な
が
ら
、
つ
ね
日
ご
ろ
多
忙
に
か
こ
つ
け
て
な
か
な
か
本

が
読
め
な
い
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
夏
休
み
に
は
、
ひ

と
つ
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
読
ん
だ
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
学
期
中
に
は
多
忙
な
た
め
時
間
の
確
保
が
難
し
い
「
読
む

こ
と
」
に
つ
い
て
、
渥
美
は
夏
休
み
を
活
用
し
、「
ひ
と
つ
ま
と
ま
っ

た
も
の
を
読
ん
だ
ら
ど
う
か
」
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
授
業

づ
く
り
に
と
っ
て
「
読
む
こ
と
」
に
教
師
教
育
的
意
義
が
あ
る
こ
と

に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
秋
田
喜
代
美
は
、
実
践
記
録

を
「
読
む
こ
と
」
に
よ
っ
て
、「
そ
の
他
者
の
経
験
か
ら
自
分
の
い

ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
が
で

き
た
り
、
あ
る
い
は
す
で
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
づ
け
直
し

た
り
、
代
理
的
経
験
に
よ
っ
て
自
分
の
経
験
の
な
か
に
も
あ
ら
た
な

も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
戸
田
山
和
久

は
、「
読
書
」
と
は
「
過
去
の
人
々
と
の
対
話
」
で
あ
り
、「
文
化
遺

産
を
継
承
す
る
リ
レ
ー
の
担
い
手
に
な
る
」
こ
と
で
、「
読
む
こ
と

reading
」
と
「
読
ま
れ
る
も
のreadings

」
が
同
時
に
保
存
さ
れ
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て
い
く
と
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
渥
美
が
夏
休
み
に
あ
た
っ
て
の
現
職
教
育

で
「
読
む
こ
と
」
を
薦
め
た
背
景
に
は
、「
読
む
こ
と
」
を
通
じ
て

教
師
た
ち
に
自
ら
の
授
業
づ
く
り
を
見
通
し
、
意
味
づ
け
直
し
て
ほ

し
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
加
え
て
、現
職
教
育
に
「
読
む
こ
と
」

を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
取
り
あ
げ
た
文
献
が
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
と
し

て
読
み
継
が
れ
、
新
た
な
授
業
実
践
が
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
い
く
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

　

以
上
を
ふ
ま
え
、
渥
美
は
「
こ
の
夏
休
み
に
、
じ
っ
く
り
と
読
書

を
し
て
い
た
だ
き
た
い
」も
の
と
し
て
、「
教
育
学
者
の
も
の
」と「
実

践
家
の
も
の
」
を
あ
げ
て
い
る
。

（
一
）「
教
育
学
者
の
も
の
」　

―
上
田
薫
―

　

ま
ず
「
教
育
学
者
の
も
の
」
と
し
て
、
渥
美
は
上
田
薫
の
著
作
を

取
り
あ
げ
て
い
る
。
渥
美
が
上
田
と
出
会
っ
た
の
は
一
九
五
一
年
か

ら
一
九
六
〇
年
ま
で
勤
務
し
て
い
た
東
郷
東
小
学
校
時
代
で
あ
り
、

そ
の
と
き
東
郷
東
小
学
校
に
お
け
る
校
内
授
業
研
究
の
講
師
と
し
て

招
か
れ
て
い
た
の
が
名
古
屋
大
学
に
赴
任
し
た
ば
か
り
の
上
田
で

あ
っ
た）

（（
（

。
ま
た
、
そ
の
同
時
期
に
は
上
田
が
中
核
の
一
員
と
し
て
名

を
連
ね
た
初
志
の
会
が
設
立
さ
れ
、
渥
美
自
身
も
設
立
当
初
か
ら
初

志
の
会
に
所
属
し
、
一
貫
し
て
社
会
科
に
お
け
る
問
題
解
決
学
習
の

実
践
研
究
に
注
力
し
て
い
た
。
渥
美
は
『
考
え
る
』
第
十
四
号
に
お

い
て
、
そ
う
し
た
歴
史
的
背
景
を
ふ
ま
え
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
上

田
の
著
作
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

　

上
田
先
生
は
、
経
験
主
義
教
育
の
理
論
的
支
柱
で
あ
る
。
西
田

哲
学
の
祖
、
西
田
幾
多
郎
を
祖
父
と
す
る
名
門
の
出
で
、
京
都
大

学
哲
学
科
の
出
身
で
あ
る
。
新
学
制
出
発
時
か
ら
文
科
省
に
あ
っ

て
社
会
科
を
日
本
に
導
入
し
た
担
当
官
で
あ
っ
た
。
経
験
主
義
教

育
の
最
高
峰
と
い
わ
れ
る
昭
和
二
十
六
年
版
指
導
要
領
の
作
成
者

で
あ
り
二
十
歳
後
半
の
業
績
で
あ
る
。
戦
後
教
育
の
名
著
中
の
名

著
と
い
わ
れ
る
『
知
ら
れ
ざ
る
教
育
』
は
、
昭
和
三
十
三
年
名
古

屋
大
学
に
勤
め
て
み
え
る
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
づ

い
て
『
人
間
形
成
の
論
理
』、『
ず
れ
に
よ
る
創
造
』、『
絶
対
か
ら

の
自
由
』
を
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
他
多
数
の
著
書
が
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
省
く
こ
と
に
す
る
。
現
場
指
導
で
静
岡
の
安
東
小
、
千
代

田
東
小
で
カ
ル
テ
に
よ
る
授
業
の
新
生
を
も
と
め
ら
れ
た
こ
と

は
、
多
く
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

上
田
先
生
の
思
想
、
哲
学
は
、
名
著
主
著
を
ひ
も
ど
く
と
い
う

よ
り
、
随
筆
集
で
あ
る
『
林
間
抄
』
と
か
『
層
雲
』（
黎
明
書
房

刊
）
を
読
む
の
が
も
っ
と
も
抵
抗
が
少
な
く
賢
命
の
策
と
い
っ
て

よ
い
。
読
ん
で
い
く
と
、
わ
た
し
た
ち
が
常
識
と
い
う
名
の
も
と

に
、
な
ん
ら
疑
い
も
な
く
思
っ
て
い
る
こ
と
、
考
え
て
い
る
こ
と

の
皮
相
が
一
枚
一
枚
ひ
き
破
ら
れ
て
い
く
の
に
、
そ
う
時
間
は
か

か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「
論
理
の
逆
転
」と
い
う
こ
と
の
必
要
さ
が
、
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具
体
的
な
事
例
の
な
か
か
ら
わ
か
っ
て
い
く
こ
と
は
た
し
か
で
あ

る
。
項
目
ご
と
ど
こ
か
ら
読
ん
で
も
よ
い
こ
と
も
助
か
る
。

　

こ
こ
で
渥
美
は
戦
後
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
基
軸
と
な
っ
た
「
経
験
主

義
教
育
」
を
取
り
あ
げ
つ
つ
、
そ
の
中
核
を
担
っ
た
上
田
の
経
歴
を

紹
介
し
て
い
る
。
渥
美
の
『
考
え
る
』
で
は
こ
の
第
十
四
号
だ
け
で

は
な
く
、
多
く
の
号
で
上
田
の
著
作
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
、現
職
教
育
で
上
田
に
よ
る
授
業
研
究
方
法
論
を
参
照
し
な
が
ら
、

新
城
小
に
お
け
る
校
内
授
業
研
究
の
独
自
性
と
さ
れ
る
「
複
線
型
授

業
案
」
の
事
前
検
討
プ
ロ
セ
ス
が
具
体
化
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
大

い
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
『
考
え
る
』
第
五
十
六
号
（
一
九
八
四
年
六
月
二
十
一
日
）
に
は
、

「
一
時
間
の
授
業
の
終
り
方
」
と
題
し
て
、「
指
導
案
を
書
く
時
点
で

ま
ず
、
こ
の
よ
う
な
終
り
方
と
、
こ
の
よ
う
な
終
り
方
が
考
え
ら
れ

る
と
い
う
よ
う
に
複
線
に
す
る
こ
と
が
肝
要
」
で
あ
る
と
記
し
て
い

る）
（（
（

。
さ
ら
に
、
授
業
の
「
複
線
的
計
画
」
に
あ
た
っ
て
は
、「
教
師

が
こ
の
よ
う
な
展
開
で
い
っ
た
と
き
に
、
抽
出
児
の
だ
れ
だ
れ
さ
ん

は
、
ど
ん
な
疑
問
を
も
つ
だ
ろ
う
か
、
ど
ん
な
問
題
を
も
つ
だ
ろ
う

か
予
測
す
る
こ
と
が
、
た
い
せ
つ
な
条
件
と
考
え
て
よ
い
」
と
し
て

い
る
。

　

渥
美
が
上
記
の
よ
う
に
複
線
型
授
業
の
重
要
性
を
説
く
背
景
に

は
、
上
田
に
よ
る
授
業
研
究
方
法
論
が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
。
上

田
は
「
生
き
た
授
業
を
成
立
さ
せ
る
」
た
め
の
重
要
な
原
則
と
し
て

「
複
線
的
計
画
」
の
意
義
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る）

（（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
計
画
を
も
つ
教
師
は
ゆ
と
り
を
も
っ
て
授
業
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
子
ど
も
の
様
子
も
よ
く
眼
に
入

る
の
で
あ
る
。
ず
れ
を
と
ら
え
や
す
い
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
そ

れ
を
感
ず
る
か
ら
、
教
師
に
迎
合
せ
ず
、
い
き
い
き
と
活
動
す
る
。

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
教
師
の
予
測
を
越
え
、
教
師
を
発
展
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
何
段
が
ま
え
に
用
意
し
て
も
、
子
ど
も
の
動
き

は
そ
れ
か
ら
か
な
ら
ず
は
み
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
『
考
え
る
』
第
六
十
二
号
（
一
九
八
四
年
九
月
十
三
日
）
で
は
、「
指

導
案
の
検
討
」
と
題
し
て
、
渥
美
は
そ
の
冒
頭
で
上
田
の
著
作
を
以

下
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る）

（（
（

。

　

一
枚
の
指
導
案
は
、
ど
こ
に
山
を
つ
く
り
、
ど
う
拮
抗
を
活
用

す
る
か
、
ど
の
へ
ん
を
曲
が
り
角
と
し
て
予
想
し
、
二
段
三
段
の

か
ま
え
を
立
て
る
か
、
教
材
の
ス
ペ
ア
を
生
か
す
チ
ャ
ン
ス
は
ど

こ
か
。
ど
こ
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
あ
の
子
を
生
か
す
か
。
そ
う
い

う
こ
と
が
一
目
し
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
。
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上
記
の
渥
美
に
よ
る
引
用
は
、
上
田
薫
『
ず
れ
に
よ
る
創
造
』
に

収
め
ら
れ
た
「
授
業
案
断
想
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
そ
の
う
え
で
、

渥
美
は
同
号
に
「
指
導
案
の
検
討
の
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
と
こ
ろ
」
と

し
て
以
下
の
八
点
を
あ
げ
て
い
る
。

一
．
目
標
の
あ
ら
わ
し
方　
　

二
．
複
線
的
性
格

三
．
授
業
の
曲
が
り
角
、
山
と
な
る
も
の

四
．
評
価
の
こ
と
、
見
切
り　
　

五
．
能
力
差
に
応
ず
る
工
夫

六
．
抽
出
児
の
登
場　
　

七
．
時
間
の
配
分

八
．
終
わ
り
方

　

渥
美
が
あ
げ
た
八
点
は
、
上
田
薫
「
授
業
案
断
想
」
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
五
点
「
目
標
の
あ
ら
わ
し
か
た
」、「
評
価
の
こ
と
」、「
能
力

差
に
応
ず
る
く
ふ
う
が
あ
る
か
ど
う
か
」、「
複
線
的
性
格
の
必
要

性
」、「
授
業
の
曲
り
角
、
あ
る
い
は
山
と
な
る
も
の
」
と
も
共
通
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、『
考
え
る
』
第
六
十
三
号
（
一
九
八
四
年
九
月
二
〇
日
）

で
は
、「
子
ど
も
を
も
っ
と
指
導
案
の
な
か
に
色
濃
く
反
映
さ
せ
よ

う
」
と
、「
ダ
ブ
ラ
せ
る
方
法
（
原
文
マ
マ
）」
が
提
示
さ
れ
た）

（（
（

。
こ

こ
で
の
「
ダ
ブ
ラ
せ
る
」
と
は
、「
本
時
の
展
開
そ
の
も
の
」
の
Ａ

案
と
「
抽
出
児
が
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
を
書
い
た
」
Ｂ
案
を
重

ね
、
そ
れ
を
も
と
に
最
終
的
な
Ｃ
案
を
作
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教

材
中
心
の
Ａ
案
と
抽
出
児
の
反
応
を
中

心
と
し
た
Ｂ
案
を
重
ね
、
最
終
的
な
Ｃ

案
を
作
成
す
る
。
Ａ
案
と
Ｂ
案
か
ら
Ｃ

案
へ
と
「
三
枚
」
の
指
導
案
を
「
重

ね
る
」
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
か
ら
、

一
九
八
五
年
度
に
は
以
下
の
図
二
の
よ

う
に
「
三
枚
重
ね
の
論
理
」
と
名
付
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

（（
（

。
以
上
を
総
合

す
る
と
、
渥
美
は
「
複
線
的
計
画
」
の

重
要
性
を
認
識
し
、
一
九
八
四
年
度
か

ら
一
九
八
五
年
度
に
か
け
て
は
現
職
教

育
を
通
じ
て
「
複
線
型
授
業
案
」
の
事

前
検
討
プ
ロ
セ
ス
を
「
ダ
ブ
ラ
せ
る
方

法
」
か
ら
「
三
枚
重
ね
の
論
理
」
へ
と

具
体
化
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）「
実
践
家
の
も
の
」

　
『
考
え
る
』
第
十
四
号
で
は
「
教
育
学
者
の
も
の
」
と
合
わ
せ
て
、

渥
美
は
「
じ
っ
く
り
と
読
書
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
」
も
の
と
し
て

「
実
践
者
の
記
録
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る）

（（
（

。

　

昭
和
七
年
卒
の
師
範
出
身
者
に
東
と
西
に
偉
大
な
実
践
者
が
い 図２　三枚重ねの論理
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た
。
東
の
斎
藤
喜
博
氏
と
西
の
東
井
義
雄
氏
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と

下
が
っ
て
昭
和
十
一
年
卒
奈
良
女
子
大
付
小
の
長
岡
文
雄
氏
が
わ

た
し
た
ち
実
践
者
の
先
達
の
三
羽
が
ら
す
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
、
わ
た
し
は
東
井
氏
の
名
著
『
村
を
育
て
る
学

力
』（
明
治
図
書
）
と
、長
岡
文
雄
氏
の
三
部
作
と
い
わ
れ
る
『
考

え
あ
う
授
業
』、『
子
ど
も
を
と
ら
え
る
構
え
』、『
子
ど
も
の
力
を

育
て
る
筋
道
』（
黎
明
書
房
）
の
い
ず
れ
か
を
じ
っ
く
り
読
ん
で

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
渥
美
は
「
実
践
者
の
先
達
の
三
羽
が
ら
す
」
と
し
て
斎
藤

喜
博
、
東
井
義
雄
、
長
岡
文
雄
を
あ
げ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
Ⅰ
と

し
て
斎
藤
喜
博
、
東
井
義
雄
、
Ⅱ
と
し
て
長
岡
文
雄
に
分
け
て
検
討

す
る
。

Ⅰ　

斎
藤
喜
博
・
東
井
義
雄

　

渥
美
は
「
師
範
出
身
者
に
東
と
西
に
偉
大
な
実
践
者
が
い
た
」
と

し
て
、「
東
の
斎
藤
喜
博
」と「
西
の
東
井
義
雄
」を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

周
知
の
通
り
、
斎
藤
喜
博
と
東
井
義
雄
は
近
現
代
日
本
の
教
育
実
践

史
研
究
に
お
い
て
双
璧
と
も
い
う
べ
き
代
表
的
実
践
家
で
あ
る
。
渥

美
は
『
考
え
る
』
第
十
四
号
に
続
く
形
で
、
以
下
の
表
一
に
あ
る
よ

う
に
、「
先
人
の
遺
産
に
学
ぶ
」
と
題
し
て
斎
藤
喜
博
と
東
井
義
雄

に
よ
る
授
業
づ
く
り
の
歴
史
的
蓄
積
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

　

斎
藤
喜
博
は
島
小
学
校
、
東
井

義
雄
は
相
田
小
学
校
、
八
鹿
小
学

校
の
校
長
を
務
め
て
い
た
際
に
、

地
域
に
根
ざ
し
な
が
ら
学
校
現
場

を
基
盤
と
し
た
校
内
授
業
研
究
が

展
開
さ
れ
、
子
ど
も
の
論
理
を
主

体
と
し
た
授
業
づ
く
り
が
行
な
わ

れ
て
い
た
。
こ
こ
で
留
意
す
べ
き

な
の
は
、
一
九
五
〇
年
代
冷
戦
構

造
の
も
と
政
治
的
変
動
の
さ
な
か

に
あ
り
、
学
習
指
導
要
領
も
系
統

主
義
的
色
彩
が
強
ま
る
な
か
で
、

斎
藤
や
東
井
に
よ
っ
て
学
校
現
場

を
基
盤
と
す
る
豊
か
な
校
内
授
業

研
究
が
創
出
さ
れ
た
点
に
あ
る
。

田
中
耕
治
は
、
斎
藤
と
東
井
の
実

践
記
録
が
「
戦
後
日
本
が
大
転
換

し
て
い
く
な
か
で
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
意
識
の
先

駆
性
と
具
体
的
な
教
育
方
法
の
提

示
に
よ
っ
て
、
今
も
多
く
の
教
師

た
ち
に
よ
っ
て
読
み
継
が
れ
て
い

表１　「先人の遺産に学ぶ」（『考える』所収）
副題 号数 月日 主たる内容

斎藤喜博氏の実践
16 1983年７月14日 ××ちゃん式まちがい
17 1983年７月20日 授業の組立て
19 1983年９月８日 学習指導の方法

東井義雄氏の実践

20 1983年９月16日 国語 - 読解力をみがく -
21 1983年９月22日 ノートの利用
22 1983年９月30日 みがきあい
23 1983年10月６日 学習指導の形態
25 1983年10月20日 東井義雄の「いなむらの火」から
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る
」
と
そ
の
歴
史
的
意
義
を
論
じ
て
い
る）

（（
（

。
新
城
小
の
現
職
教
育
で

渥
美
が
斎
藤
と
東
井
を
取
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
は
、
田
中
が
論
じ
る

よ
う
な
斎
藤
と
東
井
の
実
践
記
録
が
「
多
く
の
教
師
た
ち
に
よ
っ
て

読
み
継
が
れ
て
い
る
」一
例
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

渥
美
は
「
現
場
の
授
業
研
究
」
を
志
向
し
て
い
た）

（（
（

。
そ
こ
で
、
同
じ

く
地
域
に
根
ざ
し
な
が
ら
校
内
授
業
研
究
を
展
開
し
た
斎
藤
と
東
井

に
よ
る
歴
史
的
蓄
積
か
ら
、
渥
美
は
自
ら
の
校
内
授
業
研
究
に
参
照

で
き
る
点
を
見
出
し
た
。
さ
ら
に
、「
先
人
の
遺
産
に
学
ぶ
」
と
題

し
て
連
続
的
に
現
職
教
育
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
で
、
斎
藤
や
東
井
と

い
っ
た
蓄
積
が
学
校
組
織
全
体
へ
と
共
有
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

Ⅱ　

長
岡
文
雄

　

長
岡
文
雄
は
社
会
科
問
題
解
決
学
習
に
お
い
て
初
志
の
会
を
代
表

す
る
実
践
家
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
八
〇
年
に
わ

た
っ
て
奈
良
女
子
大
学
附
属
小
学
校
に
勤
務
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て

「
奈
良
の
学
習
法
」
の
実
践
的
展
開
の
中
核
を
担
っ
た
人
物
で
あ
る
。

渥
美
と
長
岡
は
初
志
の
会
を
通
じ
て
交
流
関
係
に
あ
っ
た
。
渥
美
が

東
陽
小
学
校
校
長
に
な
っ
て
か
ら
は
、
校
内
授
業
研
究
を
充
実
さ
せ

る
方
策
と
し
て
「
先
進
校
と
の
交
流
」
や
「
助
言
者
の
招
聘
」
を
盛

り
込
み
、「
先
進
校
と
の
交
流
」
の
参
観
先
と
し
て
奈
良
女
子
大
学

附
属
小
学
校
を
訪
れ
、「
助
言
者
の
招
聘
」
と
し
て
長
岡
が
公
開
授

業
研
究
会
の
講
師
の
一
員
と
し
て
招
か
れ
て
い
た
。

　

渥
美
は
『
考
え
る
』
第
三
号
（
一
九
八
三
年
四
月
十
四
日
）
で
長

岡
を
「
先
生
の
教
育
理
念
と
、
そ
の
実
践
活
動
は
戦
後
教
育
に
新
し

い
道
を
示
し
、
ま
さ
に
『
奈
良
教
育
』
と
し
て
教
育
界
を
リ
ー
ド
さ

れ
て
き
た
方
で
あ
る
」
と
し
て
い
る）

（（
（

。
加
え
て
、
渥
美
は
校
長
室
通

信
『
考
え
る
』
の
題
名
は
長
岡
の
著
作
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ

る
と
記
し
て
い
る
。
校
内
授
業
研
究
の
基
盤
構
築
に
あ
た
っ
て
、
渥

美
は
長
岡
が
実
践
し
て
き
た
「
子
ど
も
を
と
ら
え
る
手
だ
て
」
を
参

照
し
、
自
ら
の
新
城
小
に
お
け
る
実
践
へ
と
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て

い
た
。
具
体
的
に
、
渥
美
が
長
岡
の
実
践
を
参
照
し
つ
つ
新
城
小
で

試
み
た
の
は
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
校
内
研
究
体
制
と
し
て
「
分
野
別
グ
ル
ー
プ
」
に
「
朝

の
会
（
子
ど
も
の
発
言
）」
の
部
会
が
設
け
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
こ

の
「
朝
の
会
」
は
長
岡
が
奈
良
女
子
大
附
属
小
学
校
で
実
践
し
て
き

た
も
の
で
あ
り
、
長
岡
は
「
朝
の
会
」
の
「
友
だ
ち
の
話
」
は
「
子

ど
も
理
解
が
進
む
場
」
で
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
の
活
動
が
「
子
ど

も
が
つ
く
る
授
業
」
の
創
造
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
と
認
識
し
て
い

た）
（（
（

。
こ
の
長
岡
に
よ
る
実
践
を
ふ
ま
え
、
渥
美
は
「
分
野
別
グ
ル
ー

プ
」
部
会
の
一
つ
と
し
て
校
内
研
究
体
制
の
な
か
に
「
朝
の
会
（
子

ど
も
の
発
言
）」
を
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
毎
月
定
期
的
に
「
近
ご
ろ
変
わ
っ
た
こ
と
」
の
作
文
に

取
り
組
ん
だ
点
で
あ
る
。
長
岡
は
教
師
が
「
子
ど
も
を
と
ら
え
る
」
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シ
ッ
プ
が
果
た
す
役
割
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九
五
〇
年
代

に
は
斎
藤
喜
博
と
東
井
義
雄
が
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
系
統
主
義
へ

と
転
換
す
る
な
か
で
も
、
学
校
現
場
を
基
盤
と
し
た
校
内
授
業
研
究

を
校
長
と
し
て
模
索
し
展
開
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
蓄
積
さ

れ
た
実
践
記
録
は
多
く
の
教
師
に
読
み
継
が
れ
、
渥
美
も
「
現
場
の

授
業
研
究
」
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
先
人
の
遺
産
に
学
ぶ
」

と
題
し
て
斎
藤
や
東
井
を
連
続
的
に
取
り
あ
げ
て
い
た
。

　

本
稿
の
事
例
が
位
置
す
る
新
城
で
育
ま
れ
た
学
校
文
化
を
み
て
み

れ
ば
、
長
年
に
わ
た
っ
て
問
題
解
決
学
習
の
実
践
研
究
が
取
り
組
ま

れ
、
大
学
の
研
究
者
と
も
交
流
関
係
に
あ
っ
た
。
東
郷
東
小
学
校
で

は
中
西
光
夫
校
長
の
際
に
研
究
者
も
招
い
て
公
開
授
業
研
究
会
が
開

か
れ
て
い
た
。
渥
美
は
東
郷
東
小
学
校
校
長
へ
着
任
す
る
に
あ
た
っ

て
、
中
西
校
長
時
代
の
「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
考
え
を
だ
い
じ
に
す
る

授
業
」
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
、
校
内
研
究
体
制
の
構
築
を
試
み
、
後
の

新
城
小
で
は
中
西
校
長
か
ら
直
接
の
後
任
と
し
て
バ
ト
ン
を
受
け
継

ぐ
着
任
と
な
っ
た
。
中
西
と
渥
美
は
と
も
に
社
会
科
教
師
で
あ
り
、

一
貫
し
て
問
題
解
決
学
習
の
実
践
研
究
に
尽
力
し
て
い
た
。
校
長
と

し
て
も
、
両
者
は
問
題
解
決
学
習
を
活
か
し
た
校
内
授
業
研
究
の
組

織
的
展
開
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
渥
美
の
場
合
、
そ
の
基
軸

と
な
っ
て
い
た
の
が
校
長
室
通
信
『
考
え
る
』
で
あ
る
。『
考
え
る
』

は
校
内
授
業
研
究
に
先
立
つ
現
職
教
育
で
配
布
さ
れ
て
い
た
。
現
職

教
育
は
研
究
方
針
の
共
有
化
、
具
体
化
、
お
よ
び
改
善
へ
の
模
索

に
は
「
子
ど
も
の
自
己
表
現
」
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
実
践

は
作
文
に
あ
ら
わ
れ
る
「
個
性
的
な
思
考
体
制
」
か
ら
「
毎
月
子
ど

も
を
と
ら
え
な
お
す
機
会
」
で
あ
り
、「
子
ど
も
の
カ
ル
テ
作
製
の

最
も
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
い
た）

（（
（

。
こ
こ

で
い
う
「
カ
ル
テ
」
と
は
、「
子
ど
も
の
意
外
な
面
（
エ
ピ
ソ
ー
ド

な
ど
）
を
と
ら
え
、
そ
の
解
釈
と
あ
わ
せ
て
書
き
記
し
た
も
の
」
で

あ
り
、「
子
ど
も
の
資
料
と
し
て
座
席
表
と
あ
わ
せ
て
、
総
合
的
な

授
業
記
録
と
と
も
に
授
業
分
析
に
お
い
て
は
重
要
な
資
料
と
な
る
」

も
の
で
あ
る）

（（
（

。「
カ
ル
テ
」、「
座
席
表
」
は
初
志
の
会
で
展
開
さ
れ

た
授
業
研
究
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
初
志
の
会
と
の

交
流
関
係
を
背
景
に
、
渥
美
は
「
カ
ル
テ
」、「
座
席
表
」
を
活
用
し

な
が
ら
、
子
ど
も
の
論
理
を
主
体
と
し
た
授
業
を
展
開
す
る
た
め
の

手
だ
て
と
し
て
、長
岡
が
実
践
し
て
い
た
「
近
ご
ろ
変
わ
っ
た
こ
と
」

の
作
文
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
愛
知
県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
を
事
例
に
、
校
内
授

業
研
究
の
基
盤
構
築
に
あ
た
っ
て
、校
長
の
渥
美
に
よ
る
『
考
え
る
』

が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
授
業
研
究
は
教
師
が
互
い
に
学
び
合

う
文
化
で
あ
り
、
そ
の
組
織
的
展
開
に
あ
た
っ
て
校
長
リ
ー
ダ
ー
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が
な
さ
れ
て
い
た
場
で
あ
る
。
渥
美
は
校
長
室
通
信
と
い
う
形
で
校

内
の
実
際
と
今
後
の
展
望
を
示
し
、
そ
れ
を
も
と
に
校
長
講
話
と
し

て
教
職
員
に
直
接
自
ら
の
声
で
語
り
か
け
て
い
た
。『
考
え
る
』
に

は
、
先
に
あ
げ
た
斎
藤
喜
博
、
東
井
義
雄
に
加
え
て
、
上
田
薫
、
長

岡
文
雄
も
参
照
さ
れ
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
先
人
に
学
び
な
が
ら

現
職
教
育
で
の
積
み
あ
げ
を
背
景
に
、「
複
線
型
授
業
案
」
の
作
成

プ
ロ
セ
ス
が
「
ダ
ブ
ラ
せ
る
方
法
」
か
ら
「
三
枚
重
ね
の
論
理
」
へ

と
具
体
化
さ
れ
、「
子
ど
も
を
と
ら
え
る
手
だ
て
」
と
し
て
「
朝
の

会
」
の
実
践
や
「
近
ご
ろ
変
わ
っ
た
こ
と
」
の
作
文
が
試
み
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
は
校
長
室
通
信
を
基
軸
と
す
る
現
職
教
育
を
通
じ
て
模
索
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
問
題
解
決
学
習
を
中
核
と
し
た
新
城
小
の
校
内

授
業
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
基
盤
を
担
う
も
の
と
な
っ
た
。
本
稿
で

は
、
校
内
授
業
研
究
に
お
け
る
校
長
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
校
長

室
通
信
を
中
心
に
分
析
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
応
答
関
係
に
あ
た
る

教
員
、
授
業
実
践
の
視
点
に
立
っ
た
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
て
い

き
た
い
。【

註
】

（
１
）
木
村
博
一
「
地
域
教
育
実
践
の
構
築
に
果
た
し
た
社
会
科
教
師

の
役
割　

―
愛
知
県
三
河
地
方
に
お
け
る
中
西
光
夫
と
渥
美
利

夫
の
場
合
―
」（『
社
会
科
研
究
』
第
七
〇
号
、
二
〇
〇
九
年

a
、
所
収
）、
同
「
社
会
科
教
育
研
究
の
総
括
と
社
会
科
教
育

史
の
展
望
」（『
社
会
科
教
育
研
究
』
第
一
〇
七
号
、
二
〇
〇
九

年
b
、
所
収
）。
渥
美
の
主
た
る
経
歴
に
つ
い
て
は
、
同
「
愛

知
県
三
河
地
域
教
育
実
践
関
係
資
料
」（『
戦
後
社
会
科
教
育

実
践
史
資
料
』
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果

報
告
書
、
研
究
代
表
：
臼
井
嘉
一
、
課
題
番
号
：19330195

、

二
〇
一
〇
年
、
所
収
）
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
山
下
大
喜
、
白
井
克
尚
、
土
屋
武
志
「
社
会
科
授
業
研
究
を
中

核
と
し
た
校
内
研
究
体
制
の
構
築
」（『
愛
知
教
育
大
学
教
職

キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
第
五
号
、
二
〇
二
〇
年
、
所
収
）。

（
３
）
的
場
正
美
「
授
業
研
究
方
法
論
の
課
題
と
展
望
」（
日
本
教
育

方
法
学
会
編
『
日
本
の
授
業
研
究　

授
業
研
究
の
方
法
と
形
態

〈
下
巻
〉』
学
文
社
、
二
〇
〇
九
年
、
所
収
）
一
九
一
頁
。

（
４
）
白
井
克
尚
「
問
題
解
決
学
習
を
創
出
し
た
社
会
科
授
業
研
究

の
論
理
と
実
際　

―
愛
知
県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
の
授
業

研
究
シ
ス
テ
ム
を
手
が
か
り
に
―
」（『
社
会
科
教
育
研
究
』

第
一
三
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
所
収
）、Shirai K

atsuhisa, 

“Lesson Study to Create Social Studies Lesson Plans 

in Japan: T
he C

ase of 

‘Logic of T
riple-Stacking

’ 

at Shinshiro Elem
entary School

”, Journal of Social 

Studies Education in Asia, V
ol.8

（2019

）。

（
５
）
的
場
正
美
「
授
業
構
想
と
展
開
の
エ
ビ
デ
ン
ス　

―
新
城
市
立

新
城
小
学
校
の
事
例
の
分
析
―
」（『
東
海
学
園
大
学
研
究
紀
要
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（
人
文
科
学
研
究
編
）』
第
二
十
四
号
、
二
〇
一
九
年
、
所
収
）

八
十
三
、九
十
二
頁
。

（
６
）的
場
正
美「
社
会
科
の
初
志
を
つ
ら
ぬ
く
会
の
授
業
研
究
」（『
東

海
学
園
大
学
教
育
研
究
紀
要
』
第
一
巻
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
）

九
十
九
、一
〇
四
頁
。

（
７
）
千
々
布
敏
弥
「
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
お
け
る
講
話
の

意
義
」（
中
留
武
昭
編
著
『
学
校
文
化
を
創
る
校
長
の
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ　

―
学
校
改
善
へ
の
道
―
』
エ
イ
デ
ル
研
究
所
、

一
九
九
八
年
、
所
収
）
一
九
五
頁
。

（
８
）
前
注
（
２
）。

（
９
）
中
西
光
夫
『
歩
み
し
道
の
標
』（
自
費
出
版
、
一
九
八
三
年
）

二
八
九
―
二
九
三
頁
。

（
10
）「
学
校
づ
く
り
の
記
（
２
）」（『
考
え
る
子
ど
も
』
第
一
三
二
号
、

一
九
八
〇
年
七
月
、
所
収
）。

（
11
）「
し
ろ
あ
と
の
記
（
１
）」（『
考
え
る
子
ど
も
』
第
一
四
九
号
、

一
九
八
三
年
五
月
、
所
収
）。

（
12
）
図
一
は
、
新
城
市
立
新
城
小
学
校
「
ヤ
ル
気
を
育
て
る
」（
新

城
市
教
員
会
、新
城
市
教
育
委
員
会
『
研
究
紀
要
』
第
二
〇
集
、

一
九
八
六
年
、
所
収
）
六
頁
を
も
と
に
作
成
。
部
会
内
に
あ
る

人
数
は
教
職
員
の
配
置
数
を
示
し
て
い
る
。

（
13
）「
し
ろ
あ
と
の
記
（
13
）」（『
考
え
る
子
ど
も
』
第
一
六
一
号
、

一
九
八
五
年
五
月
、
所
収
）。

（
14
）
校
内
研
究
紀
要
『
新
城
レ
ポ
ー
ト
』（N

o.9

、
一
九
八
五
年

十
一
月
八
日
）
二
頁
。

（
15
）
前
注
（
14
）、
七
十
二
―
七
十
三
頁
。

（
16
）
校
内
研
究
紀
要
『
新
城
レ
ポ
ー
ト
』（N

o.8

、
一
九
八
五
年
一

月
十
九
日
）
五
〇
頁
。

（
17
）
前
掲
書
中
西
光
夫
、
二
八
二
、三
五
七
―
三
六
九
頁
。
退
職
後

に
行
な
っ
て
い
た
新
任
校
長
へ
の
講
話
（
一
九
八
七
年
四
月
）

の
な
か
で
、
中
西
は
「
最
低
月
一
回
の
校
長
室
だ
よ
り
（
校
長

か
ら
の
通
信
）
を
出
し
た
い
も
の
（
東
井
義
雄
先
生
の
培
其
根

は
、
最
高
の
お
手
本
）」、「
全
校
の
職
員
が
週
一
回
の
学
級
だ

よ
り
、
一
枚
文
集
を
出
し
、
校
長
が
校
長
室
だ
よ
り
を
出
し
た

ら
、
そ
の
学
校
は
も
う
そ
れ
だ
け
で
相
当
な
学
校
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
中
西
光
夫
『
続　

歩
み
し
道
の

標
』（
自
費
出
版
、二
〇
〇
五
年
）
八
六
頁
。
安
井
克
彦
は
、「
私

の
教
師
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
中
西
先
生
の
模
倣
を
し
て

い
る
こ
と
が
多
い
」
と
し
て
、そ
の
一
つ
に
「
校
長
室
だ
よ
り
」

を
あ
げ
て
い
る
。
安
井
克
彦
編
著
『
三
河
の
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
た

ち　

三
河
の
風
土
に
生
き
た
教
師
』（
黎
明
書
房
、二
〇
二
〇
年
）

三
十
八
頁
。

（
18
）
豊
田
ひ
さ
き
『
東
井
義
雄
の
授
業
づ
く
り　

―
生
活
綴
方
的
教

育
方
法
とESD

―
』（
風
媒
社
、
二
〇
一
六
年
）、
豊
田
ひ
さ

き
『
東
井
義
雄　

子
ど
も
の
つ
ま
ず
き
は
教
師
の
つ
ま
ず
き
』
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（
風
媒
社
、
二
〇
一
八
年
）。

（
19
）
渥
美
利
夫
『
昭
和
に
生
き
る
』（
自
費
出
版
、
一
九
八
七
年
）

一
三
〇
頁
。
新
城
小
時
代
の
目
録
一
覧
は
一
四
七
―
一
四
八
頁

を
参
照
。『
考
え
る
』
の
史
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
杉
浦
徹
先

生
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
当
時
の
ご
様
子
も
ご
教
示
い
た
だ

い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
甚
な
る
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
20
）
前
注
（
19
）、
一
三
一
頁
。

（
21
）
杉
浦
徹
「
社
会
科
の
初
志
を
貫
き
全
国
と
の
「
架
け
橋
」
と

な
っ
た
渥
美
利
夫
先
生
」、
前
掲
書
安
井
克
彦
編
著
、
所
収
、

一
〇
二
頁
。
続
け
て
、杉
浦
は
「
七
月
～
九
月
」
の
『
考
え
る
』

に
は
、「
先
人
の
遺
産
と
し
て
上
田
薫
・
斎
藤
喜
博
・
東
井
義

雄
・
長
岡
文
雄
の
著
書
を
読
み
た
い
」
と
あ
っ
た
と
記
し
て
い

る
（
一
〇
三
頁
）。

（
22
）
杉
浦
徹
「『
見
守
り
続
け
て
く
だ
さ
っ
た
渥
美
利
夫
先
生
の
教

え
』
を
胸
に
」（『
考
え
る
子
ど
も
』
第
三
九
二
号
、
二
〇
一
九

年
五
月
、
所
収
）
六
十
七
頁
。

（
23
）「
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
」（『
考
え
る
』
第
十
四
号
、

一
九
八
三
年
六
月
三
〇
日
）。
第
十
四
号
は
渥
美
利
夫
『
昭
和

に
生
き
る
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）
秋
田
喜
代
美
「
実
践
記
録
と
教
師
の
専
門
性
」（『
教
育
』

七
一
九
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
、
所
収
）
五
十
一
頁
。

（
25
）
戸
田
山
和
久
『
教
養
の
書
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
〇
年
）

八
十
八
、九
十
三
頁
。

（
26
）
前
注
（
23
）。
渥
美
は
現
職
教
育
で
の
講
話
や
校
長
室
通
信
に

は
「
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
教
育
的
思
想
、
哲
学
が
存
在
し
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。
続
け
て
、
渥
美
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。「
教
育
実
践
の
新
し
い
創
造
の
た
め
に
は
、
実
践
と
理

論
の
統
一
が
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
日
々
の
実
践
に
理
論
を
つ

け
加
え
、
さ
ら
に
実
践
を
高
め
る
こ
と
が
だ
い
じ
な
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
理
論
に
導
か
れ
て
実
践
を
検
討
す
る
と
い
う
過
程
も

必
要
な
の
で
あ
る
。」

（
27
）
前
注
（
２
）。

（
28
）「
１
時
間
の
授
業
の
終
り
方　

―
付
『
展
開
』
の
表
現
へ
と
―
」

（『
考
え
る
』
第
五
十
六
号
、
一
九
八
四
年
六
月
二
十
一
日
）。

（
29
）
上
田
薫
『
ず
れ
に
よ
る
創
造　

人
間
の
た
め
の
教
育
』（
黎
明

書
房
、
一
九
七
三
年
）
二
五
三
―
二
五
四
頁
。

（
30
）「
指
導
案
の
検
討
」（『
考
え
る
』
第
六
十
二
号
、
一
九
八
四
年

九
月
十
三
日
）。

（
31
）
前
注
（
29
）、
二
九
五
頁
。

（
32
）「
指
導
案
の
検
討
（
２
）」（『
考
え
る
』
第
六
十
三
号
、

一
九
八
四
年
九
月
二
〇
日
）。
白
井
克
尚
、松
婷
、土
屋
武
志「
学

習
指
導
案
の
事
前
検
討
に
お
け
る
協
働
研
究
の
方
法　

―
愛
知

県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
の
校
内
授
業
研
究
に
焦
点
を
当
て
て

―
」（『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告（
教
育
科
学
編
）』第
七
〇
輯
、
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二
〇
二
一
年
、
所
収
）
で
は
、
校
内
研
究
紀
要
『
新
城
レ
ポ
ー

ト
』
を
も
と
に
、「
複
線
型
授
業
案
」
の
事
前
検
討
プ
ロ
セ
ス

に
お
け
る
協
働
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
33
）
前
注（
14
）。
図
二
は
五
十
八
頁
を
も
と
に
作
成
。
石
川
英
志
は
、

「
三
枚
重
ね
の
論
理
」
に
つ
い
て
、「
そ
の
具
体
的
な
進
め
方
に

つ
い
て
は
、
新
城
小
自
身
が
安
定
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
常
に
検

討
を
繰
り
返
し
て
き
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
ま
だ
今
後
の
課
題

を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
う
し
た
目
標
に
対
す
る
柔
軟
で
弾
力
性

の
あ
る
教
師
の
姿
勢
は
も
っ
と
多
く
の
学
校
で
支
持
さ
れ
、
検

討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
そ
の
意
義
を
論
じ
て
い
る
。

愛
知
県
新
城
市
立
新
城
小
学
校
『
授
業
研
究
の
考
え
方
・
進
め

方
』（
黎
明
書
房
、
一
九
九
三
年
）
二
二
三
頁
。

（
34
）
渥
美
は
斎
藤
喜
博
と
東
井
義
雄
が
そ
れ
ぞ
れ
師
範
学
校
を
同
年

に
卒
業
し
た
と
し
て
い
る
が
、
正
確
に
は
斎
藤
喜
博
が
群
馬
師

範
学
校
を
卒
業
し
た
の
は
一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
の
こ
と

で
あ
る
。

（
35
）
田
中
耕
治
「
戦
後
に
お
け
る
教
育
実
践
の
あ
ゆ
み
」（
田
中
耕

治
編
著
『
時
代
を
拓
い
た
教
師
た
ち　

戦
後
教
育
実
践
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
』
日
本
標
準
、
二
〇
〇
五
年
、
所
収
）
二
十
二
頁
。

（
36
）
渥
美
が
「
現
場
の
授
業
研
究
」
を
志
向
す
る
な
か
で
、
そ
の
特

色
と
し
て
特
筆
す
べ
き
は
授
業
研
究
の
た
め
の
研
究
室
を
校
内

に
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。

（
37
）「『
近
ご
ろ
か
わ
っ
た
こ
と
』
の
作
文
」（『
考
え
る
』
第
三
号
、

一
九
八
三
年
四
月
十
四
日
）。

（
38
）
長
岡
文
雄
『
子
ど
も
を
と
ら
え
る
構
え
』（
黎
明
書
房
、

一
九
七
五
年
）
一
一
八
―
一
一
九
頁
。

（
39
）
前
注
（
38
）、
一
〇
四
、一
一
二
頁
。
長
岡
文
雄
は
、「
私
の
児

童
研
究
に
つ
い
て
、
画
期
的
な
出
来
事
が
起
こ
っ
た
の
は
、
昭

和
三
十
六
年
で
あ
っ
た
。『
近
ご
ろ
変
わ
っ
た
こ
と
』
と
い
う

文
題
の
作
文
に
想
到
し
た
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
続
い

て
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
長
岡
は
「
こ
の
作
文
に
は
、
児
童

の
具
体
が
顔
を
出
す
。
と
く
に
、「
こ
の
子
」
に
と
っ
て
の
、

最
も
新
鮮
な
も
の
、
生
き
る
先
端
に
あ
る
も
の
、
ま
た
は
彼
を

動
か
し
て
い
る
土
台
に
な
っ
て
い
る
も
の
や
、
そ
の
つ
な
が
り

が
見
え
る
の
で
、
私
の
学
級
経
営
は
、
急
に
厚
み
を
増
す
こ
と

に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
最
後
に
、「
幸
い
に
、
愛
知
県
新

城
小
学
校
（
校
長
、
渥
美
利
夫
氏
）
な
ど
で
、『
近
ご
ろ
変
わ
っ

た
こ
と
』
の
作
文
を
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
協
力

し
て
研
究
を
重
ね
た
い
」
と
今
後
の
展
望
を
記
し
て
い
る
。
長

岡
文
雄
「
教
育
実
践
者
の
児
童
理
解
」（『
教
育
方
法
学
研
究
』

第
十
一
巻
、
一
九
八
六
年
、
所
収
）
一
二
三
、一
二
五
、一
二
八

―
一
二
九
頁
。

（
40
）
田
上
哲
「
子
ど
も
の
思
考
と
人
間
形
成
に
視
座
を
お
く
徹
底

し
た
授
業
分
析
の
視
点
か
ら
学
ぶ
」（
鹿
毛
雅
治
、
藤
本
和
久
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編
著
『「
授
業
研
究
」
を
創
る　

―
教
師
が
学
び
あ
う
学
校
を

実
現
す
る
た
め
に
―
』
教
育
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
所
収
）

一
二
二
頁
。
授
業
分
析
の
方
法
論
史
か
ら
み
て
、柴
田
好
章
は
、

上
田
薫
が
「『
カ
ル
テ
』
や
『
座
席
表
』
の
よ
う
に
、
人
間
が

人
間
を
端
的
に
捉
え
た
記
述
を
重
視
し
て
」、「
授
業
の
記
録
を

詳
細
に
と
る
授
業
分
析
に
対
し
て
、
距
離
を
お
い
て
い
」
た
と

し
て
い
る
。
柴
田
好
章
「
教
育
学
研
究
に
お
け
る
知
的
生
産
と

し
て
の
授
業
分
析
の
可
能
性　

―
重
松
鷹
泰
・
日
比
裕
の
授
業

分
析
の
方
法
を
手
が
か
り
に
―
」（『
教
育
学
研
究
』
第
七
十
四

巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
所
収
）
六
十
二
頁
。


