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一　

は
じ
め
に

学
習
指
導
要
領
（
平
成
（0
年
度
告
示
）
の
実
施
に
伴
い
、
高
等
学
校
の

国
語
は
、令
和
（
年
度
に
ま
ず
必
修
科
目
と
し
て
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言

語
文
化
」
の
二
つ
の
科
目
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
令
和
5
年
度
以
降

に
教
え
る
こ
と
に
な
る
選
択
科
目
（「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」「
国
語

表
現
」「
古
典
探
究
」）
の
あ
り
方
も
含
め
、
新
た
な
科
目
の
目
的
や
そ
の

是
非
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
教
科
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
か
め
る
た

め
に
も
、
と
て
も
重
要
な
作
業
で
あ
る
。
一
方
で
、
同
じ
く
ら
い
重
要
な

の
は
、
実
際
に
授
業
に
あ
た
る
う
え
で
、
新
た
な
科
目
と
こ
れ
ま
で
の
科

目
と
の
連
続
性
や
差
異
を
ど
う
見
極
め
た
ら
よ
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

授
業
者
が
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
し
て
き
た
指
導
内
容
や
指
導
方
法
は
ど
の
よ

う
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
で
き
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
た
ち
の
力
を
高
め
る
こ
と

に
つ
な
げ
ら
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
課
題
に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
施
さ

れ
る
こ
と
で
、
新
た
な
授
業
の
実
現
可
能
性
は
高
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
検
討
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
必
修
科
目
「
現
代
の
国

「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
情
報
・
メ
デ
ィ
ア
・
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）

砂

川

誠

司

語
」
の
教
科
書
教
材
（
主
に
文
章
教
材
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
ま
で

「
国
語
総
合
」
と
し
て
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
教
材
と
、「
現
代
の
国
語
」

に
掲
載
さ
れ
た
新
た
な
教
材
と
に
は
ど
の
よ
う
な
重
な
り
が
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
異
な
り
が
あ
る
の
か
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
新
た
な
教
材
の
特

徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
等
の
科
学
技
術
を
め
ぐ
る
議
論

の
存
在
感
が
増
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な

議
論
を
国
語
と
し
て
ど
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
、

本
稿
の
最
も
注
目
す
る
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
単

に
人
工
知
能
に
つ
い
て
の
議
論
と
し
て
だ
け
で
な
く
、議
論
を
取
り
巻
く「
情

報
」
や
「
メ
デ
ィ
ア
」
に
つ
い
て
の
議
論
と
接
合
さ
せ
、
検
討
し
た
い
。

す
で
に
令
和
（
年
度
か
ら
使
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
小
学
校
の
国
語
科

教
科
書
に
お
い
て
も
、人
工
知
能
を
め
ぐ
る
議
論
が
教
材
化
さ
れ
て
い
る
。

「
Ａ
Ｉ
と
の
く
ら
し
」（
教
育
出
版
5
年
上
）
は
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」

の
単
元
で
あ
り
、
人
工
知
能
自
体
を
議
論
の
対
象
と
し
て
デ
ィ
ベ
ー
ト
を

行
わ
せ
る
教
材
で
あ
る
。「
Ａ
Ｉ
で
言
葉
と
向
き
合
う
」（
坂
本
真
樹
、
学

校
図
書
（
年
上
）
は
、
人
工
知
能
を
利
用
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
生
成
シ
ス
テ
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ム
に
つ
い
て
の
説
明
文
で
あ
り
、
続
く
「
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
と
私
た
ち

の
未
来
」
と
い
う
話
し
合
い
教
材
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
話
し
合
い

は
、「
Ａ
Ｉ
と
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
付
き
合
い
方
を
す
れ
ば
、
豊
か
な

生
活
が
送
れ
る
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
か
た
ち
で
行
わ
れ

る
。
中
学
校
に
目
を
向
け
る
と
、「
人
工
知
能
の
未
来
」（
羽
生
善
治
、
光

村
図
書
（
年
）
と
「
人
間
と
人
工
知
能
の
創
造
性
」（
松
原
仁
、
光
村
図

書
（
年
）
は
と
も
に
中
学
校
（
年
生
向
け
の
教
材
で
あ
る
が
、「
人
間
と

人
工
知
能
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
自
分
の

考
え
を
ま
と
め
よ
う
」
と
い
う
目
標
の
も
と
に
、
人
工
知
能
に
つ
い
て
の

異
な
る
捉
え
方
と
そ
の
表
現
が
学
ば
れ
る
教
材
で
あ
る
。「
Ａ
Ｉ
は
哲
学

で
き
る
か
」（
森
岡
正
博
、
教
育
出
版
（
年
）
は
、
人
工
知
能
の
進
化
予

測
が
述
べ
ら
れ
た
論
説
文
で
あ
る
が
、
単
元
目
標
が
「
批
判
的
に
読
み
な

が
ら
主
張
に
せ
ま
る
」
と
あ
り
、
推
論
を
も
と
に
し
た
論
理
展
開
を
捉
え

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
に
せ
よ

読
解
に
せ
よ
、
小
学
校
や
中
学
校
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
人
工
知
能
が
話

題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
高
等
学
校
の
必
修
科
目
と
し
て
の

「
現
代
の
国
語
」
は
何
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
展
望
を
ひ
ら
き
た
い
。

二　
「
国
語
総
合
」
か
ら
「
現
代
の
国
語
」
と
「
言
語
文
化
」
へ

二
―
一　

全
体
的
な
傾
向
に
つ
い
て

必
修
科
目
が
1
科
目
か
ら
（
科
目
に
な
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科

目
に
こ
れ
ま
で
の
教
材
の
ど
れ
く
ら
い
が
残
り
、
そ
れ
ら
は
各
科
目
に
ど

の
よ
う
に
振
り
分
け
ら
れ
、
そ
し
て
新
た
に
ど
の
よ
う
な
教
材
が
登
場
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
こ
の
こ
と
を
知
る
た
め

に
、「
国
語
総
合
」
と
「
現
代
の
国
語
」
を
中
心
に
、
教
材
の
異
同
を
調

べ
た
。

ま
ず
、
出
版
社
数
や
冊
数
な
ど
、
数
的
な
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
国

語
総
合
」
は
、
教
科
書
会
社
9
社
か
ら
合
計
（（
冊
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

対
し
、「
現
代
の
国
語
」
は
（
社
か
ら
合
計
1（
冊
の
出
版
で
あ
る
。「
言
語
文

化
」
の
出
版
は
（「
現
代
の
国
語
」
の
（
社
に
1
社
を
加
え
た
）
9
社
か
ら

合
計
1（
冊
の
出
版
で
あ
っ
た
。
必
修
科
目
全
体
と
し
て
は
9
社
（（
冊
の
出
版

で
あ
る
。
ま
た
、「
現
代
の
国
語
」
が
主
に
文
学
以
外
の
教
材
を
扱
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、「
国
語
総
合
」
に
お
け
る
文
学
以
外
の
文
章
教
材
の
数
、
お

よ
び
「
現
代
の
国
語
」
の
教
材
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
文
章
の
長
短
が
あ
り
、

単
元
に
お
け
る
扱
い

の
違
い
を
考
慮
す
れ

ば
単
純
な
比
較
は
で

き
な
い
が
、
数
の
う

え
で
は
「
国
語
総
合
」

が
３
４
９
本
、「
現
代

の
国
語
」
が
３
５
６

本
の
教
材
を
採
録
し

て
い
る
。

こ
こ
か
ら
ど
の
よ

表 1　数量の比較

間
と
人
工
知
能
の
創
造
性
」（
松
原
仁
、
光
村
図
書
３
年
）
は
と
も
に
中
学
校

３
年
生
向
け
の
教
材
で
あ
る
が
、「
人
間
と
人
工
知
能
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て

述
べ
た
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
」
と
い
う
目
標

の
も
と
に
、
人
工
知
能
に
つ
い
て
の
異
な
る
捉
え
方
と
そ
の
表
現
が
学
ば
れ

る
教
材
で
あ
る
。「
Ａ
Ｉ
は
哲
学
で
き
る
か
」（
森
岡
正
博
、
教
育
出
版
３
年
）

は
、
人
工
知
能
の
進
化
予
測
が
述
べ
ら
れ
た
論
説
文
で
あ
る
が
、
単
元
目
標

が
「
批
判
的
に
読
み
な
が
ら
主
張
に
せ
ま
る
」
と
あ
り
、
推
論
を
も
と
に
し

た
論
理
展
開
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ

ベ
ー
ト
に
せ
よ
読
解
に
せ
よ
、
小
学
校
や
中
学
校
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
人

工
知
能
が
話
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
高
等
学
校
の
必
修
科
目

と
し
て
の
「
現
代
の
国
語
」
は
何
を
ど
こ
ま
で
引
き
受
け
る
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か
。
最
後
に
こ
の
点
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
展
望
を
ひ
ら
き
た
い
。 
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一 

全
体
的
な
傾
向
に
つ
い
て 

必
修
科
目
が
１
科
目
か
ら
２
科
目
に
な
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
科
目

に
こ
れ
ま
で
の
教
材
の
ど
れ
く
ら
い
が
残
り
、
そ
れ
ら
は
各
科
目
に
ど
の
よ

う
に
振
り
分
け
ら
れ
、
そ
し
て
新
た
に
ど
の
よ
う
な
教
材
が
登
場
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
か
。
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
こ
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、「
国

語
総
合
」
と
「
現
代
の
国
語
」
を
中
心
に
、
教
材
の
異
同
を
調
べ
た
。 

ま
ず
、
出
版
社
数
や
冊
数
な
ど
、
数
的
な
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
国
語

総
合
」
は
、
教
科
書
会
社
９
社
か
ら
合
計
２
２
冊
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

対
し
、
「
現
代
の
国
語
」
は
８
社
か
ら
合
計
１
７
冊
の
出
版
で
あ
る
。
「
言
語

文
化
」
の
出
版
は
（
「
現
代
の
国
語
」
の
８
社
に
１
社
を
加
え
た
）
９
社
か
ら

合
計
１
７
冊
の
出
版
で
あ
っ
た
。
必
修
科
目
全
体
と
し
て
は
９
社
３
４
冊
の

出
版
で
あ
る
。
ま
た
、「
現
代
の
国
語
」
が
主
に
文
学
以
外
の
教
材
を
扱
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、「
国
語
総
合
」
に
お
け
る
文
学
以
外
の
文
章
教
材
の
数
、
お

よ
び
「
現
代
の
国
語
」
の
教
材
数
を
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
文
章
の
長
短
が
あ
り
、

単
元
に
お
け
る
扱
い
の
違
い
を
考
慮
す
れ
ば
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、

数
の
う
え
で
は
「
国
語
総
合
」
が
３
４
９
本
、「
現
代
の
国
語
」
が
３
５
６
本

の
教
材
を
採
録
し

て
い
る
。 

 

こ
こ
か
ら
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
言

え
る
か
。
出
版
さ

れ
た
教
科
書
は
、

「
国
語
総
合
」
と

「
現
代
の
国
語
」

と
を
比
べ
る
と
、

２
２
冊
が
１
７
冊

と
な
り
、
約
０
・
７
倍
に
減
少
し
た
（
「
言
語
文
化
」
も
同
様
で
あ
る
）
。
こ

れ
は
、
選
べ
る
教
科
書
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
し
か
し
、
表
１
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
量
と
し
て
の

教
材
数
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
扱
う
た
め
に
必
要
な
時
間
が
「
国
語
総
合
」

表表  11    数数量量のの⽐⽐較較  

教
材
数 

(

文
学
以
外)

 

出
版
冊
数 

出
版
社
数 

 

349 22 9 

国
語
総
合 

(

４
単
位)

 

356 
（「読むこと」 
教材は 228） 

34 

17 

9 

8 

現
代
の
国
語 

(

２
単
位)

 

 17 9 

言
語
文
化 

(

２
単
位)
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う
な
こ
と
が
言
え
る
か
。
出
版
さ
れ
た
教
科
書
は
、「
国
語
総
合
」
と
「
現

代
の
国
語
」
と
を
比
べ
る
と
、
（（
冊
が
1（
冊
と
な
り
、
約
0
・
（
倍
に
減

少
し
た
（「
言
語
文
化
」
も
同
様
で
あ
る
）。
こ
れ
は
、
選
べ
る
教
科
書
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、

表
1
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
量
と
し
て
の
教
材
数
は
ほ
ぼ
同
数

で
あ
る
。
扱
う
た
め
に
必
要
な
時
間
が
「
国
語
総
合
」
（
単
位
分
に
対
し

て
、「
現
代
の
国
語
」
は
（
単
位
分
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
半
減

し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
が
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
1
冊
当
た
り
の

平
均
で
み
れ
ば
「
国
語
総
合
」
約
1（
本
に
対
し
、「
現
代
の
国
語
」
約
（1

本
と
な
り
、
1
冊
あ
た
り
約
5
本
の
増
加
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、科
目
名
が
変
わ
り
指
導
内
容
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、

文
章
教
材
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
し
て
「
現
代
の

国
語
」
に
配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
現
代
の
国
語
」
に
お
け

る
文
章
教
材
の
う
ち
、「
読
む
こ
と
」
の
の
教
材
で
あ
る
こ
と
が
目
次
等

に
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
２
２
８
本
で
あ
り
、平
均
は
約
1（
本
で
あ
る
。

こ
れ
も
文
章
の
長
短
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
現
代
の
国
語
」
の

配
当
時
間
数
は
学
習
指
導
要
領
に
よ
り
「
10
〜
（0
単
位
時
間
程
度
」
と
さ

れ
て
い
る
の
で
、
個
々
の
教
材
を
扱
え
る
時
間
は
実
質
1
〜
（
単
位
時
間

と
な
る
。

教
材
の
異
同
と
い
う
観
点
か
ら
最
後
に
、「
現
代
の
国
語
」
に
お
い
て
新

規
に
採
用
さ
れ
た
教
材
を
数
え
る
と
、
延
べ
１
７
７
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
う

ち
、「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
し
て
の
採
録
は
１
０
４
本
で
あ
る
。
全
体
と

し
て
も「
読
む
こ
と
」と
し
て
も
、半
数
程
度
が
新
教
材
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
―
二　

教
材
の
枠
組
み
と
そ
の
内
容

教
材
の
内
容
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
教
科
書
の
目
次
を
見
る
と
、「
国
語

総
合
」
時
代
に
は
目
次
構
成
の
ひ
と
つ
の
原
理
で
あ
っ
た
文
章
ジ
ャ
ン
ル

が
ほ
ぼ
明
示
さ
れ
な
く
な
っ
た
。学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
は
、

「
現
代
の
国
語
」
の
「
読
む
こ
と
」
教
材
は
、「
現
代
の
社
会
生
活
に
必
要

と
さ
れ
る
論
理
的
な
文
章
及
び
実
用
的
な
文
章
」で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、

特
に
、
こ
れ
ま
で
「
随
想
」
や
「
随
筆
」
と
い
う
枠
組
み
で
目
次
に
示
さ

れ
て
い
た
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
同
じ
枠
組
み
で
採
用
す
る
こ
と
を

難
し
く
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
教
科
書
で
は
、
単
元

テ
ー
マ
を
目
次
の
構
成
要
素
と
し
、
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
依
存
し
な
い
か
た

ち
で
「
随
筆
」
に
相
当
す
る
教
材
を
扱
っ
て
い
る
が
、
あ
る
教
科
書
で
は

「
体
験
と
思
索
」
と
示
し
て
い
た
り
、ま
た
あ
る
教
科
書
で
は
「
言
語
文
化
」

で
扱
う
教
材
と
し
て
い
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
扱
い
の
違
い
は
、
表
現
の

あ
り
方
を
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
帰
結
し
て
考
え
る
こ
と
を
実
質
的
に
無
効
化

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
多
様
な
表
現
の
あ
り
方
を
学
習
す
る
と
い
う

意
味
で
は
望
ま
し
い
こ
と
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、一
方
で
「
現
代
の
国
語
」

の
教
材
は
す
べ
て
「
論
理
的
な
文
章
」
か
「
実
用
的
な
文
章
」
の
ど
ち
ら

か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
意
識
が
学
ば
れ
て
い

く
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
留
意
し
た
い
。

多
く
の
教
科
書
が
目
次
構
成
原
理
と
し
て
い
る
単
元
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
表
（
の
よ
う
に
な
っ
た
。
表
（
は
テ
ー
マ
を

簡
略
化
し
て
表
記
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
「
言
葉
が
開
く
世
界
」（「
言

語
」
に
分
類
）
や
「
具
体
と
抽
象
」（「
情
報
・
論
理
」
に
分
類
）、「
意
図
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が
十
分
に
伝
わ
る
書
き
方
を
探
る
」（「
表
現
」
に
分
類
）
な
ど
で
あ
る
。

多
く
の
単
元
テ
ー
マ
が
、
文
章
が
論
じ
る
対
象
を
主
題
と
す
る
主
題
単
元

と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
が
、
文
章
の
主
題
と
は
直

接
的
に
は
関
わ
ら
な
い
テ
ー
マ
を
設
定
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

話
し
た
り
書
い
た
り
す
る
単
元
の
な
か
に
文
章
教
材
が
入
れ
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
る
。
主
に
筆
者
の
世
界
観
を
捉
え
る
こ
と
を
学
習
対
象
と
す
る

も
の
で
、
か
つ
て
の
随
筆
教
材
の
多
く
は
主
題
等
に
関
わ
ら
な
い
入
門
的
な

扱
い
で
あ
っ
た
た
め
、
分
け
て
「
入
門
」
と
し
た
。

表
（
は
目
次
に
掲
げ
ら
れ

た
単
元
テ
ー
マ
を
中
心
に
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
実
際

に
は
個
々
の
教
材
に
学
習
目

標
や
学
習
の
手
引
き
等
が
示

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
か

ら
は
目
次
に
お
け
る
単
元
の

示
さ
れ
方
と
は
異
な
る
様
相

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。例
え
ば
、「
現
代
の
国
語
」

で
も
最
も
多
い
1（
冊
の
教
科

書
に
登
場
す
る
定
番
教
材

「
水
の
東
西
」
は
そ
れ
ぞ
れ

の
教
科
書
に
お
い
て
、
表
（

上
段
の
よ
う
に
様
々
な
単
元

テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
は
「
書
く
こ
と
」
の
教
材

と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
し
て
表
（
下
段
の
よ
う
に
学
習
の
手
引
き
等
で
の
扱

わ
れ
方
は
二
種
類
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
文
化
論
と
し
て
読
ま
せ
る
か
、

対
比
を
捉
え
さ
せ
る
（
書
か
せ
る
）
か
の
二
種
類
で
あ
る
。
単
元
テ
ー
マ

が
複
数
の
教
材
に
ま
た
が
る
テ
ー
マ
を
抽
象
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
、

個
々
の
教
材
が
何
を
目
指
し
て
学
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か
り
に
く

く
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
、
目
次
に
掲
げ

ら
れ
た
単
元
テ
ー
マ
は
学
習
内
容
を
十
分
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
「
国
語
総

合
」
や
そ
れ
以
前
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て

も
そ
れ
ほ
ど
事
情
が
異

な
る
わ
け
で
は
な
い

が
、「
現
代
の
国
語
」

の
教
科
書
が
目
次
ほ
ど

に
は
単
元
と
い
う
授
業

の
構
成
原
理
を
強
く
意

識
し
て
作
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
特
徴
の

ひ
と
つ
と
し
て
挙
げ
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。

４
単
位
分
に
対
し
て
、「
現
代
の
国
語
」
は
２
単
位
分
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
半
減
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
が
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
１
冊

当
た
り
の
平
均
で
み
れ
ば
「
国
語
総
合
」
約
１
６
本
に
対
し
、「
現
代
の
国
語
」

約
２
１
本
と
な
り
、
１
冊
あ
た
り
約
５
本
の
増
加
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
科
目
名
が
変
わ
り
指
導
内
容
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、

文
章
教
材
が
そ
の
ま
ま
す
べ
て
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
し
て
「
現
代
の
国

語
」
に
配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
文
章

教
材
の
う
ち
、「
読
む
こ
と
」
の
の
教
材
で
あ
る
こ
と
が
目
次
等
に
明
示
さ
れ

て
い
る
も
の
は
２
２
８
本
で
あ
り
、
平
均
は
約
１
３
本
で
あ
る
。
こ
れ
も
文

章
の
長
短
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
現
代
の
国
語
」
の
配
当
時
間
数
は

学
習
指
導
要
領
に
よ
り
「
１
０
～
２
０
単
位
時
間
程
度
」
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
個
々
の
教
材
を
扱
え
る
時
間
は
実
質
１
～
２
単
位
時
間
と
な
る
。 

教
材
の
異
同
と
い
う
観
点
か
ら
最
後
に
、「
現
代
の
国
語
」
に
お
い
て
新
規

に
採
用
さ
れ
た
教
材
を
数
え
る
と
、
延
べ
１
７
７
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、

「
読
む
こ
と
」
の
教
材
と
し
て
の
採
録
は
１
０
４
本
で
あ
る
。
全
体
と
し
て

も
「
読
む
こ
と
」
と
し
て
も
、
半
数
程
度
が
新
教
材
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 二―

二 

教
材
の
枠
組
み
と
そ
の
内
容 

教
材
の
内
容
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
教
科
書
の
目
次
を
見
る
と
、「
国
語
総
合
」

時
代
に
は
目
次
構
成
の
ひ
と
つ
の
原
理
で
あ
っ
た
文
章
ジ
ャ
ン
ル
が
ほ
ぼ
明

示
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
学
習
指
導
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
は
、「
現
代
の
国

語
」
の
「
読
む
こ
と
」
教
材
は
、「
現
代
の
社
会
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
論
理

的
な
文
章
及
び
実
用
的
な
文
章
」
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
特
に
、
こ
れ
ま

で
「
随
想
」
や
「
随
筆
」
と
い
う
枠
組
み
で
目
次
に
示
さ
れ
て
い
た
文
章
に

つ
い
て
、
そ
の
ま
ま
同
じ
枠
組
み
で
採
用
す
る
こ
と
を
難
し
く
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
教
科
書
で
は
、
単
元
テ
ー
マ
を
目
次
の
構
成

要
素
と
し
、
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に
依
存
し
な
い
か
た
ち
で
「
随
筆
」
に
相
当
す

る
教
材
を
扱
っ
て
い
る
が
、
あ
る
教
科
書
で
は
「
体
験
と
思
索
」
と
示
し
て

い
た
り
、
ま
た
あ
る
教
科
書
で
は
「
言
語
文
化
」
で
扱
う
教
材
と
し
て
い
た

り
す
る
。
こ
う
し
た
扱
い
の
違
い
は
、
表
現
の
あ
り
方
を
文
章
ジ
ャ
ン
ル
に

帰
結
し
て
考
え
る
こ
と
を
実
質
的
に
無
効
化
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
多

様
な
表
現
の
あ
り
方
学
習
す
る
と
い
う

意
味
で
は
望
ま
し
い
こ
と
に
も
考
え
ら

れ
る
が
、
一
方
で
「
現
代
の
国
語
」
の
教

材
は
す
べ
て
「
論
理
的
な
文
章
」
か
「
実

用
的
な
文
章
」
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
と
異
な
る
文
章
の
ジ
ャ
ン
ル
意

識
が
学
ば
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
こ

と
は
留
意
し
た
い
。 

多
く
の
教
科
書
が
目
次
構
成
原
理
と

し
て
い
る
単
元
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
表
２
の
よ
う
に

な
っ
た
。
表
２
は
テ
ー
マ
を
簡
略
化
し
て

表
記
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
「
言
葉
が
開
く
世
界
」（
「
言
語
」
に
分
類
）

表表  22  単単元元テテーーママ⼀⼀覧覧  

そ
の
他 

入
門 

表
現 

情
報
・
メ
デ
ィ
ア 

情
報
・
論
理 

主
題 単

元
テ
ー
マ 

生
命 

時
間 

科
学
・
技
術 

世
界 

環
境 

そ
の
他 

認
識 

文
化 

社
会 

自
己
・
他
者 

言
語 

24 22 36 35 86 
4 4 8 9 9 10 12 20 22 22 33 

数 153 

表 （　単元テーマ一覧

表 （　「水の東西」の単元テーマと分類
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二
―
三　
「
現
代
の
国
語
」
の
内
容
的
な
特
徴

先
に
も
示
し
た
と
お
り
、

「
現
代
の
国
語
」
の
新
教
材

は
延
べ
１
７
７
本
で
あ
っ
た
。

重
複
を
除
く
と
１
５
０
本
で

あ
る
。
教
材
の
中
身
に
つ
い

て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
が
多

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か

を
捉
え
る
た
め
、
（
社
以
上

の
出
版
社
に
（
本
以
上
掲
載

さ
れ
て
い
る
著
者
を
挙
げ
て

み
る
と
、
表
（
の
よ
う
に
な

る
。
表
（
に
は
掲
載
数
の
う

ち
新
規
に
採
用
さ
れ
た
教
材

の
数
も
示
し
た
（
例
え
ば
内

山
節
の
教
材
は
全
部
で
11
本

で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
新
規

に
採
用
さ
れ
た
教
材
は
1
本

で
あ
り
、
残
り
10
本
は
「
国

語
総
合
」
か
ら
継
続
し
て
掲

載
さ
れ
た
教
材
で
あ
る
）。

掲
載
数
の
多
い
上
位
の
著

者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
も

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
著
者
で
あ
り
、
評
論
家
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
著
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
著
者
の
教
材
は
、
新
規
採
用
の
教
材
も

多
少
は
あ
る
も
の
の
、
多
く
は
「
国
語
総
合
」
時
代
に
も
採
用
さ
れ
て
い

た
定
番
教
材
、
あ
る
い
は
定
番
化
し
つ
つ
あ
る
教
材
で
あ
る
。「
現
代
の
国

語
」
の
特
徴
は
む
し
ろ
、
新
規
採
用
の
教
材
に
現
れ
る
。

新
規
採
用
の
教
材
が
多
い
著
者
を
挙
げ
る
と
、
松
田
雄
馬
（
5
）、
中
村

桂
子
（
（
）、
森
岡
正
博
（
（
）、
伊
藤
亜
紗
（
（
）、
今
井
む
つ
み
（
（
）、

野
矢
茂
樹
（
（
）、
中
屋
敷
均
（
（
）、
松
村
圭
一
郎
（
（
）
と
続
く
（
括

弧
内
は
教
材
数
）。
こ
の
う
ち
、
松
田
雄
馬
（
人
工
知
能
研
究
者
）、
伊
藤

亜
紗
（
美
学
者
）、
今
井
む
つ
み
（
言
語
心
理
学
者
）、
中
屋
敷
均
（
生
物

学
者
）、
松
村
圭
一
郎
（
文
化
人
類
学
者
）
は
掲
載
数
と
新
規
数
が
同
じ
、

つ
ま
り
「
現
代
の
国
語
」
で
は
じ
め
て
採
用
さ
れ
た
著
者
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
教
材
は
「
現
代
の
国
語
」
の
ひ
と
つ
の
特
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
名
前
の
後
ろ
に
括
弧
で
各
著
者
の
専
門
を
示
し
た
（
教

科
書
上
に
記
載
の
あ
る
も
の
）
が
、こ
れ
ら
の
専
門
領
域
に
関
す
る
議
論
が
、

「
現
代
の
国
語
」
で
は
特
徴
的
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

二
―
四　

人
工
知
能
に
関
す
る
新
教
材
に
つ
い
て

教
材
の
中
身
や
採
用
数
の
少
な
い
著
者
の
教
材
に
つ
い
て
も
総
合
的
に

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
生
物
学
や
言

語
学
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
き
た
も
の
と
同
じ

く
ら
い
の
数
が
人
工
知
能
に
関
す
る
議
論
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
現
代
の
国
語
」
と
い
う
よ
り
も
、
２
０
１
０
年
代

表 （　掲載数の多い著者とその教材数
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後
半
〜
２
０
２
０
年
代
に
特
徴
的
な
傾
向
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
社
会
的
に
も
人
工
知
能
に
関
す
る
議
論
は
数
多
く
行
わ
れ
て
き

た（
例
え
ば
新
井
紀
子『
Ａ
Ｉ 

ｖ
ｓ
．
教
科
書
が
読
め
な
い
子
ど
も
た
ち
』

東
洋
経
済
新
報
社
、
松
原
仁
『
Ａ
Ｉ
に
心
は
宿
る
の
か
』
集
英
社
、
落
合

陽
一
『
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
チ
ャ
ー　

生
態
系
を
為
す
汎
神
化
し
た
計
算
機
に

よ
る
侘
と
寂
』
Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
Ｓ
な
ど
）
が
、
そ
う
し
た
社
会
的
背
景
に

あ
っ
て
、「
現
代
の
国
語
」
に
も
人
工
知
能
の
議
論
が
取
り
入
れ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
を
新
た
な
傾
向
と
見
な
さ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る

だ
ろ
う
。
人
工
知
能
に
関
す
る
議
論
は
も
っ
と
昔
か
ら
あ
る
と
す
る
考
え

方
や
、
科
学
技
術
に
関
す
る
議
論
、
身
体
と
認
識
に
関
す
る
議
論
な
ど
、

こ
れ
ま
で
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
近
代
科
学
を
論
じ
る
教
材
に
人
工
知
能
の

議
論
も
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
確
か
に
、山
崎
正
和
の「
サ

イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
な
ど
は
、
心
身
二
元
論
を
も
と
に
技
術
の

進
歩
に
関
わ
る
人
間
や
そ
の
文
明
の
あ
り
方
を
論
じ
て
お
り
、
Ａ
Ｉ
と
人

間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
十
分
な
材
料
は
す
で
に
掲
載
済
み
だ
と
み

る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
種
の
人
文
知
は
す
で
に
Ａ
Ｉ
を
含
む
科
学
技
術

に
つ
い
て
説
得
力
あ
る
議
論
を
な
し
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
科
学
技
術
に
関
す
る
議
論
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

未
来
に
つ
い
て
の
予
測
を
大
き
く
組
み
込
ん
だ
議
論
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
議
論
を
行
う
時
点
で
の
技
術
を
め
ぐ
る
世
界
観
を
強
く

反
映
す
る
。「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」は
さ
す
が
と
い
う
べ
き
か
、

ク
ロ
ー
ン
技
術
と
い
う
主
に
２
０
０
０
年
前
後
に
社
会
的
な
議
論
と
し
て

扱
わ
れ
た
技
術
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
か
ら
普
遍
的
な
結
論
（「
文
明
を

変
え
る
も
の
が
（
中
略
）
あ
る
時
代
に
最
も
常
識
的
な
、
社
会
の
通
念
で

あ
り
う
る
」）
が
導
か
れ
て
い
る
が
、
高
校
生
た
ち
が
現
代
の
国
語
と
し

て
学
ぶ
必
要
が
あ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
結
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
も
、

あ
る
い
は
技
術
論
か
ら
文
明
論
へ
と
い
う
論
理
展
開
の
価
値
を
認
め
る
こ

と
で
も
な
く
、「
社
会
の
通
念
」
が
形
成
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
渦
中
に
生

き
る
ひ
と
り
と
し
て
、
議
論
自
体
に
い
か
に
こ
と
ば
で
関
わ
り
合
う
こ
と

が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
工
知
能
を
め
ぐ
る
議

論
が
未
来
を
い
か
に
予
測
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
予
測
は
同
時
代
の
人
々

が
持
つ
ど
の
よ
う
な
世
界
観
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
な

ど
を
理
解
し
、
表
現
し
、
議
論
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
現
代
の
国
語
」
に
掲
載
さ
れ
た
人
工
知

能
に
関
す
る
議
論
は
、
議
論
自
体
を
学
ぶ
と
い
う
方
向
で
学
習
を
進
め
る

可
能
性
の
あ
る
教
材
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
主
題
単
元
の
よ
う
に

文
章
の
主
題
を
理
解
す
る
な
ら
こ
れ
ま
で
の
教
材
で
十
分
で
あ
る
。
そ
う

で
は
な
く
て
、
人
工
知
能
と
い
う
２
０
２
０
年
代
の
今
ま
さ
に
議
論
と

な
っ
て
い
る
も
の
を
扱
う
こ
と
は
、
学
習
者
を
そ
の
議
論
に
巻
き
込
む
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
学
習
者
を
議
論
す
る
存
在
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
で

あ
る）

1
（

。
も
っ
と
い
う
と
、
学
習
者
の
日
常
生
活
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
関
わ
り

あ
う
教
材
で
あ
る
（
そ
の
意
味
で
は
、
人
工
知
能
に
関
係
す
る
か
ど
う
か

に
関
わ
ら
ず
、
例
え
ば
伊
藤
亜
紗
の
文
章
な
ど
も
、
普
遍
的
な
結
論
を
導

く
と
い
う
よ
り
は
個
別
具
体
の
事
象
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
と
い
う
点

で
、
同
様
の
教
材
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
）。
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そ
し
て
、「
現
代
の
国
語
」
に
掲
載
の
人
工
知
能
に
関
す
る
文
章
は
松

田
雄
馬
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
教
材
を
挙
げ
て
み
る
と
、
表

5
の
よ
う
に
11
本
（
重
複
を
の
ぞ
く
）
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
べ
て
「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
新
教
材
で
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
現

代
の
国
語
」
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
ど
う
扱
う
こ
と

が
で
き
る
の
か
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

三　

人
工
知
能
に
関
係
す
る
教
材
を
ど
う
扱
う
か

三
―
一　

人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
る

議
論
に
関
わ
り
あ
う
と
い
う
方
向
性
で
の
学
習
を
構
想
す
る
な
ら
、「
サ

イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
の
よ
う
に
技
術
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る

教
材
や
、
あ
る
い
は
Ａ
Ｉ
技
術
に
不
可
欠
な
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
言
及
し

て
い
る
教
材
を
組
み
合
わ
せ
て
単
元
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら

れ
る
。
人
工
知
能
に
関
す
る
議
論
を
、
広
い
文
脈
で
捉
え
、
論
点
を
提
示

し
て
い
く
や
り
方
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
前
に
、
人
工
知
能
を
扱
っ
た
先

の
11
本
の
教
材
に
つ
い
て
、
そ
の
中
身
を
検
討
し
た
い
。

ま
ず
は
最
も
多
く
採
用
さ
れ
た
松
田
雄
馬
の
文
章
で
あ
る
が
、
Ａ
「
人

工
知
能
は
な
ぜ
椅
子
に
座
れ
な
い
の
か
」
と
、
Ｅ
「
人
間
に
で
き
て
機
械

に
で
き
な
い
こ
と
」
は
と
も
に
椅
子
の
認
識
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
機

械
に
は
身
体
が
な
い
た
め
椅
子
に
座
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
お
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
機
械
に
椅
子
を
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
議
論
で

あ
る
。
Ａ
の
文
章
で
は
、
人
間
が
椅
子
に
座
る
と
い
う
行
為
を
説
明
し
な

が
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
。

椅
子
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
、「
物
語
」
の
中
に

関
係
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
が
ま
さ
に
「
意

味
を
見
出
す
（
作
り
だ
す
）」
と
い
う
こ
と
、更
に
言
う
な
ら
ば
、「
自

分
の
人
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
の
文
章
で
は
こ
の
考
え
が
人
間
と
機
械
を
分
か
つ
原
理
と
し
て
導
か

れ
る
。
一
方
で
、
Ｅ
の
文
章
は
「
ニ
ュ
ー
ラ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
技
術
的
な
解
説
と
そ
の
批
判
が
中
心
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
結
論
が
同
じ
で
も
、
た
ど
り
着
き
方
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
が

わ
か
る
。
松
田
雄
馬
の
も
う
ひ
と
つ
の
教
材
Ｆ「
作
業
ロ
ボ
ッ
ト
の
悲
劇
」

は
、
人
工
知
能
研
究
に
お
け
る
「
フ
レ
ー
ム
問
題
」
を
取
り
上
げ
、
人
工

表 5　人工知能に関する教材
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知
能
の
限
界
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
人
工
知
能
研
究
の
前
進
の
た
め
に

は
、
人
間
の
持
つ
心
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
鍵

と
な
る
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ａ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
文
章
は
と
も

に
、
人
間
の
精
神
や
身
体
の
存
在
を
比
較
の
軸
と
し
て
機
械
の
限
界
を
指

摘
し
、
今
後
の
人
工
知
能
研
究
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
限
界
に

触
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
Ａ
の
文
章
で
「
自
分
自
身
の
身
体
を
持
ち
、
人

生
と
い
う
「
物
語
」
を
、（
中
略
）
想
像
し
続
け
る
（
中
略
）
人
工
知
能
は
、

ま
だ
ま
だ
実
現
の
め
ど
す
ら
立
っ
て
い
な
い
」、Ｆ
で
は「
精
神
を
宿
す「
強

い
人
工
知
能
」
に
関
し
て
は
、
開
発
の
目
途
す
ら
立
っ
て
い
な
い
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
状
の
技
術
へ
の
厳
し
い
見
方
も
、
こ
れ
ら
の

教
材
の
特
徴
で
あ
る
。

人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
議
論
す
る
も
の
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
例

え
ば
Ｂ
「
機
械
は
言
語
を
理
解
で
き
る
か
」
は
、言
語
学
の
見
地
か
ら
「
出

来
事
を
表
す
言
葉
」
や
「
実
際
に
は
、
見
え
ず
、
聞
こ
え
ず
、
触
れ
な
い

よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
文
」、「
世
界
の
あ
り
さ
ま
を
圧
縮
し

て
表
現
す
る
よ
う
な
文
」
に
対
し
て
、
機
械
に
は
そ
の
意
味
を
理
解
す
る

方
法
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。「
文
」
レ
ベ
ル
の
意
味
に

つ
い
て
は
、「
絶
望
的
」
だ
と
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
、「
ロ
ボ
ッ
ト
に
身
体

を
持
た
せ
、
セ
ン
サ
ー
を
付
け
て
、
周
囲
の
物
体
や
状
況
を
認
識
で
き
る

よ
う
に
す
る
だ
け
で
は
、
言
葉
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
」
と
ま
で
言
わ

れ
る
。
人
工
知
能
の
限
界
が
強
く
意
識
さ
れ
る
文
章
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
Ｋ
「
Ａ
Ｉ
は
哲
学
で
き
る
か
」
も
、
現
状
の
人
工
知

能
が
「
切
実
な
哲
学
の
問
い
（
注
：「
な
ぜ
私
は
存
在
し
て
い
る
の
か
？
」

「
生
き
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？
」
な
ど
の
問
い
の
こ
と
）
を
内
発

的
に
発
す
る
こ
と
」の
な
い
も
の
と
し
て
そ
の
限
界
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
こ
の
教
材
は
、
内
発
的
な
問
い
を
人
工
知
能
が
有
す
る
未
来
を
仮

定
し
た
場
合
の
哲
学
の
あ
り
方
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
限
界
が
示

さ
れ
て
い
る
教
材
で
は
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
、Ｌ
「
Ａ
Ｉ
の
判
断
」
は
人
工
知
能
の
限
界
に
触
れ
つ
つ
、

そ
れ
を
用
い
る
人
間
の
未
来
を
絶
望
的
な
も
の
と
予
測
す
る
点
に
お
い

て
、
生
徒
た
ち
に
強
い
衝
撃
を
も
っ
て
読
ま
れ
る
可
能
性
の
あ
る
教
材
で

あ
る
。「
Ａ
Ｉ
の
判
断
」
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　

Ａ
Ｉ
が
普
及
す
る
と
い
う
こ
と
は
、（
中
略
）
人
間
か
ら
す
る
と

す
べ
て
が
成
り
行
き
任
せ
で
何
と
か
な
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
判
断
に
意
義
を
与
え
て
き
た
「
未
来
」
を
考

え
る
人
間
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

だ
か
ら
、
わ
た
し
が
Ａ
Ｉ
に
心
配
す
る
の
は
、
Ａ
Ｉ
が
人
類
を
未

来
の
消
失
か
ら
救
っ
て
く
れ
そ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
む

し
ろ
、
そ
れ
に
加
担
す
る
装
置
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

人
工
知
能
が
示
す
こ
と
の
で
き
る
こ
と
は
、
本
文
に
よ
れ
ば
「
過
去
に

起
こ
っ
た
こ
と
を
未
来
に
引
き
伸
ば
し
て
予
測
す
る
」
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
を
そ
の
ま
ま
人
間
の
未
来
予
測
の
結
果
と
し
て
採
用
す
る
こ
と

が
、
こ
こ
で
い
う
「
未
来
の
消
失
」
で
あ
る
。
あ
る
種
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア

を
感
じ
さ
せ
る
文
章
で
あ
り
、
生
徒
た
ち
に
強
い
不
安
感
を
も
た
ら
す
可

能
性
が
あ
る
せ
い
か
、
教
科
書
に
は
「
Ａ
Ｉ
の
判
断
」
を
読
む
前
に
」
と

し
て
「
Ａ
Ｉ
を
正
し
く
恐
れ
る
」
と
い
う
日
本
語
と
し
て
は
や
や
不
自
然
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な
項
目
に
お
い
て
、
冷
静
で
あ
る
こ
と
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
リ
ー
ド
文

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
人
工
知
能
に
批
判
的
な
思
い

を
も
つ
生
徒
た
ち
に
は
そ
の
思
い
を
強
化
し
て
く
れ
る
有
益
な
材
料
と
し

て
迎
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
教
師
に
と
っ
て
も
同

じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
あ
く
ま
で
現
時
点
の
技
術
的

水
準
か
ら
み
た
議
論
で
あ
る
。
技
術
的
な
議
論
も
、言
語
学
的
な
議
論
も
、

あ
る
い
は
思
想
的
な
議
論
も
、
い
ず
れ
も
議
論
の
最
中
で
あ
る
こ
と
を
生

徒
た
ち
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
習
活
動
が
工
夫
さ
れ
る
必
要
も
あ
る

だ
ろ
う
。

三
―
二　

人
工
知
能
を
め
ぐ
る
社
会
認
識
・
歴
史
認
識
を
捉
え
る

Ｉ
「
未
来
を
予
測
す
る
最
善
の
方
法
」
と
い
う
松
田
雄
馬
の
教
材
は
、

人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
教
材
で
は
な
い）

（
（

。
教
材
は
、
情

報
化
社
会
と
呼
ば
れ
る
社
会
状
況
に
つ
い
て
、
歴
史
を
追
い
つ
つ
そ
の
歪

み
を
指
摘
し
、
環
境
と
の
相
互
作
用
に
よ
る
適
応
的
な
知
に
よ
る
見
直
し

を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
る
。
指
摘
さ
れ
る
歴
史
は
、
情
報
技
術
を
め
ぐ
る

議
論
の
歴
史
で
あ
り
、
例
え
ば
情
報
格
差
に
つ
い
て
は
、「
も
は
や
社
会

問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
、
悲
観

的
に
語
ら
れ
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
歴
史
は
、
こ
こ
数
十
年
間
の
歴
史
で
あ
る
。
本

文
で
は
1（
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
「
物
質
科
学
」
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
文
章
の
主
要
な
論
点
を
導
く
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
教
材
に
お
い
て
重
要
な
の
は
そ
の
結
論
よ
り
も
、
情
報
技
術
を
め
ぐ

る
同
時
代
的
な
状
況
把
握
が
、
歴
史
的
な
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
同
じ
著
者
の
Ａ
、
Ｅ
、
Ｆ
の
教
材
と
は
異
な
り
、
人
工
知

能
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
認
識
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
や

歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
、
つ
ま
り
社
会
認
識
・
歴
史
認
識
が
著
者
独
自
の

見
解
と
し
て
表
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
議
論
す
る

存
在
と
し
て
学
習
者
を
位
置
づ
け
る
な
ら
、
ま
ず
は
学
習
者
を
議
論
の
場

に
立
た
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
対
象
に
つ
い
て
の
思
い
つ
き
や

ひ
ら
め
き
が
議
論
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う

し
た
考
え
も
、
広
い
議
論
の
文
脈
に
位
置
づ
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
、

議
論
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
、
継
続
的
・
持
続
的
に
取
り
組
む
べ
き

も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

社
会
や
歴
史
と
っ
た
観
点
か
ら
の
議
論
は
、ほ
か
に
も
Ｊ「
ビ
ッ
ク
デ
ー

タ
と
人
工
知
能
」、
Ｄ
「
人
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
し
て
甦
る
未
来　

ア
ン

ド
ロ
イ
ド
基
本
原
則
」
に
も
み
ら
れ
る
。

「
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
と
人
工
知
能
」
で
は
、
人
工
知
能
の
限
界
に
触
れ
た

他
の
議
論
と
同
様
に
、
人
工
知
能
が
身
体
を
持
た
な
い
形
式
的
な
論
理
操

作
だ
け
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
人

工
知
能
の
技
術
的
な
批
判
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
専
門
分
化
に
伴
っ
て

大
局
的
な
判
断
が
難
し
く
な
っ
た
と
い
う
現
状
の
社
会
認
識
の
も
と
、
人

工
知
能
は
「
人
手
に
余
る
膨
大
な
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
分
析
し
、
専
門
家
に

ヒ
ン
ト
と
な
る
分
析
結
果
を
提
供
し
つ
つ
、
集
合
知
の
精
度
や
信
頼
性
を

あ
げ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
そ
の
使
命
」
と
す
る
議
論
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
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る
。
こ
こ
で
も
社
会
認
識
で
あ
る
。
例
え
ば
「
汎
用
人
工
知
能
（
Ａ
Ｇ
Ｉ
）

の
幻
を
追
い
か
け
て
、
人
間
を
社
会
メ
ガ
マ
シ
ン
に
組
み
込
む
最
近
の
風

潮
は
、
今
や
加
速
し
て
い
く
一
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
考
え

も
単
に
人
工
知
能
批
判
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、「
今
目
指
す
べ
き
な

の
は
、
人
間
の
衰
え
て
い
く
生
命
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
、
ビ
ッ

グ
デ
ー
タ
や
専
用
人
工
知
能
を
使
い
な
が
ら
回
復
さ
せ
、
で
き
れ
ば
活
性

化
す
る
こ
と
」
だ
と
い
う
よ
う
に
、
目
指
す
べ
き
方
向
性
へ
の
批
判
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
人
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
し
て
甦
る
未
来　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
基
本
原

則
」
は
、『
天
国
か
ら
の
お
客
さ
ま
』
と
い
う
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
に
つ
い
て

の
議
論
が
中
心
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
直
接
人
工
知
能
を
扱
っ
た
も
の
で

は
な
い
が
、
人
工
知
能
の
技
術
が
応
用
さ
れ
た
姿
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、

十
分
に
人
工
知
能
関
係
の
教
材
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
教
材
で
あ
り
、
教
科

書
上
で
も
Ｅ
「
人
間
に
で
き
て
機
械
に
で
き
な
い
こ
と
」
と
組
み
合
わ
さ

れ
て
「
科
学
技
術
と
人
間
」
と
い
う
「
書
く
こ
と
」
の
単
元
と
し
て
採
用

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
上
で
は
、
書
く
た
め
の
題
材
を
示
す

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
教
材
で
扱
わ
れ
て
い
る
番
組
は
、夏
目
漱
石
、

勝
新
太
郎
、
立
川
談
志
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
、
そ
れ
に
対
面
す
る
人
々
の

様
子
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、「
人
間
を
複
製
す
る
こ
と
、

故
人
を
甦
ら
せ
る
こ
と
、
存
在
を
永
続
化
す
る
こ
と
」
の
是
非
や
、
そ
う

し
た
場
合
の
責
任
に
つ
い
て
な
ど
の
論
点
が
提
出
さ
れ
る
。
論
点
の
提
出

が
こ
の
教
材
の
中
心
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
故
人
を
甦
ら
せ
る
こ
と
」

に
関
し
て
、「
お
そ
ら
く
今
現
在
の
社
会
は
、
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と

の
こ
の
よ
う
な
関
係
（
注
：
幼
い
子
を
失
く
し
た
母
親
が
子
ど
も
の
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
を
制
作
し
、
か
わ
い
が
る
関
係
）
を
、
正
常
で
は
な
い
何
か
で

あ
る
と
み
な
す
可
能
性
が
高
い
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ

こ
に
も
筆
者
の
社
会
認
識
が
現
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
社
会
の
通
念
が
形
成

さ
れ
る
渦
中
に
生
き
る
ひ
と
り
と
し
て
の
社
会
認
識
で
あ
る
。

Ｄ
、
Ｉ
、
Ｊ
の
教
材
に
現
れ
る
よ
う
な
筆
者
の
社
会
認
識
や
歴
史
認
識

は
、
学
習
者
を
議
論
の
場
に
立
た
せ
る
う
え
で
重
要
な
材
料
で
あ
る
。
Ｄ

の
教
材
が
「
書
く
こ
と
」
単
元
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
も
、
そ

う
し
た
ね
ら
い
が
あ
る
か
ら
だ
と
も
思
わ
れ
る
。
人
工
知
能
関
係
の
教
材

を
扱
う
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
観
点
を
意
識
し
て
授
業
化
す
る
こ
と
が
必

須
だ
と
考
え
る
。

三
―
三　

人
工
知
能
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
学
習
者
を
い
ざ
な
う

Ｈ
「
Ａ
Ｉ
と
生
き
る
若
者
た
ち
へ
」
と
い
う
教
材
は
、
巻
末
資
料
と
し
て

掲
載
さ
れ
た
教
材
で
あ
り
、
何
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
学

習
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
た
教
材
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
短
い
文

章
の
な
か
に
Ａ
Ｉ
が
労
働
力
不
足
を
補
う
期
待
を
担
っ
た
技
術
で
あ
る
と

い
う
現
状
の
社
会
認
識
が
あ
り
、
ま
た
、
Ａ
Ｉ
は
未
来
予
測
が
苦
手
だ
と

い
う
限
界
へ
の
指
摘
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、「
新
し
い
時
代
の
可
能

性
を
切
り
開
く
の
は
、
あ
な
た
の
よ
う
な
若
者
で
す
」、「
人
生
を
選
ぶ
の

は
Ａ
Ｉ
で
は
な
く
あ
な
た
た
ち
自
身
な
の
で
す
」
と
、
学
習
者
で
あ
る
高

校
生
を
励
ま
す
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
、「
本
を
読
み
、
友
と
語
り
、
世
界
の
動
き
に
関
心
を
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持
つ
」
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
人
工
知
能
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
が
促
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
学
習
を
一
過
性
の
も
の
と

せ
ず
、
持
続
的
に
関
わ
り
合
う
こ
と
へ
と
い
ざ
な
う
点
は
、
こ
の
教
材
の

特
徴
で
あ
る
。

Ｇ
「
人
工
知
能
が
教
え
て
く
れ
る
も
の
」
も
学
習
者
を
議
論
に
関
わ
ら

せ
る
た
め
の
教
材
で
あ
る
。
Ｄ
と
同
様
に
「
書
く
こ
と
」
の
単
元
と
し
て

採
用
さ
れ
た
教
材
で
あ
り
、「
自
分
の
意
見
を
も
つ
」
た
め
に
読
む
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
教
材
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｄ
と
は
異
な
り
筆
者
の
意
見
が

よ
り
断
定
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
た
と
え
ば
囲
碁
Ａ
Ｉ
の

対
戦
に
つ
い
て
の
報
道
が「
人
類
の
完
敗
」と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
Ａ

Ｉ
と
人
類
は
対
決
す
べ
き
関
係
で
し
ょ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
部
分
や
、

「「
Ａ
Ⅰ
は
人
間
の
仕
事
を
奪
う
」
と
恐
れ
る
人
が
い
ま
す
。
こ
れ
も
Ａ
Ｉ

を
敵
視
す
る
誤
っ
た
考
え
で
す
」、「（
Ａ
Ｉ
は
）「
人
ら
し
さ
と
は
何
か
」

を
改
め
て
問
い
、
自
分
を
見
つ
め
直
す
契
機
を
与
え
る
、
教
示
的
な
存
在
」

と
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
見
に
触
れ
て
、
学
習
者
た
ち

は
、
自
ら
の
意
見
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
教
材

は
学
習
者
が
意
見
を
作
り
上
げ
、
議
論
に
関
わ
る
た
め
の
触
媒
と
し
て
機

能
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
「
人
工
知
能
の
現
在
と
未
来
」
は
、
羽
生
善
治
と
篠
原
弘
道
の
対
談

資
料
で
あ
る
。
こ
の
教
材
は
「
科
学
か
ら
見
た
人
間
」
と
い
う
単
元
に
お

け
る
（
本
の
教
材
（「
生
物
の
多
様
性
と
は
何
か
」（
福
岡
伸
一
）、「
人
工

知
能
は
な
ぜ
椅
子
に
座
れ
な
い
の
か
」（
松
田
雄
馬
）、「
学
ぶ
こ
と
と
人

間
の
知
恵
」（
広
中
平
祐
））
の
あ
と
に
、「
参
考
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
学
習
課
題
と
し
て
、「
人
工
知
能
は
な
ぜ
椅
子
に
座

れ
な
い
の
か
」「
学
ぶ
こ
と
と
人
間
の
知
恵
」
と
読
み
比
べ
る
課
題
が
用

意
さ
れ
て
お
り
、「
生
物
の
多
様
性
と
は
何
か
」
と
は
直
接
関
わ
ら
せ
る

も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
教
材
の
特
徴
は
、
対
談
の
文
字
起
こ
し

と
い
う
文
章
形
態
で
あ
る
。
何
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、
問
い
か
け
が
あ
り
、
回
答
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
さ
ら
な
る
意

味
づ
け
が
施
さ
れ
て
い
く
。
結
論
め
い
た
意
見
が
導
か
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
暫
定
的
な
意
見
を
暫
定
的
な
ま
ま
ひ
と
ま
ず
置

い
て
お
き
な
が
ら
、対
談
は
進
む
。
人
工
知
能
を
め
ぐ
る
論
点
と
し
て
は
、

そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
る
美
意
識
の
変
化
、
Ａ
Ｉ
の
出
す
答
え
の
「
正

し
さ
」
に
錯
覚
を
覚
え
な
い
よ
う
い
か
に
社
会
に
導
入
す
べ
き
か
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
飛
躍
的
判
断
に
つ
い
て
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る

が
、
対
談
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
暫
定
的
な
考
え
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
教
科
書
の
設
定
上
は
あ
く
ま
で
読
み
比
べ
る
た
め

の
参
考
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
文
脈
を
超
え
て
、
学
習
者
を
議
論
へ
と
い

ざ
な
う
恰
好
の
教
材
で
あ
ろ
う
。
人
工
知
能
に
実
際
に
触
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
で
実
感

を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
実
感
を
手
が
か
り
に
し
な
が

ら
議
論
を
進
め
る
と
い
う
方
法
そ
の
も
の
が
学
ば
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。

人
工
知
能
に
関
す
る
議
論
は
未
来
予
測
を
含
む
た
め
に
抽
象
的
な
議
論
に

な
り
や
す
い
が
、
そ
う
い
う
性
質
に
注
意
し
な
が
ら
議
論
を
行
う
た
め
に

も
、
具
体
的
な
実
感
を
根
拠
と
し
た
議
論
を
行
う
こ
と
や
、
そ
し
て
た
と

え
暫
定
的
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
十
分
に
認
め
ら
れ
な
が
ら
議
論
で
き
る
空
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間
を
作
る
こ
と
が
、
学
習
者
を
議
論
す
る
存
在
と
し
て
こ
う
し
た
教
材
を

扱
う
授
業
で
は
必
要
と
な
る
と
考
え
る
。

三
―
四　

情
報
・
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係

こ
こ
ま
で
、
人
工
知
能
に
つ
い
て
の
教
材
11
本
を
対
象
に
、
そ
の
特
徴

か
ら
授
業
に
お
い
て
ど
う
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
検
討

し
、
そ
の
方
向
性
を
ま
と
め
て
き
た
。
各
節
の
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
と
お

り
だ
が
、
そ
れ
ら
は
、

①　

人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
考
え
る

②　

人
工
知
能
を
め
ぐ
る
社
会
認
識
・
歴
史
認
識
を
捉
え
る

③　

人
工
知
能
を
め
ぐ
る
議
論
へ
と
学
習
者
を
い
ざ
な
う

と
い
う
方
向
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
注
意
点
な
ど
は
各
節
で
言
及
し

た
。
い
ず
れ
も
、
学
習
者
を
議
論
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
き
に

見
出
さ
れ
る
方
向
性
で
あ
る
。
ま
た
、
各
方
向
性
は
独
立
さ
せ
て
扱
う
こ

と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
総
合
的
に
扱
う
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

多
様
な
方
向
性
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
議
論
を
深
め
る
た
め
に
は
必

要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
議
論
の
開
か
れ
方
と
し
て
、
さ
ら
に
周
辺
の
議
論

を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
「
情
報
」
や
「
メ
デ
ィ
ア
」
に
関
す
る
議
論
と
関
わ
ら
せ

る
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
何
度
か
言
及
し
た
「
サ
イ
ボ
ー
グ
と
ク
ロ
ー
ン
人
間
」
は
、「
未

来
を
予
測
す
る
最
善
の
方
法
」
に
お
け
る
歴
史
認
識
に
通
底
す
る
問
題
意

識
を
抱
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
技
術
が
道
徳
を
代
行
す
る
と
き
」（
池

内
了
）
も
、「
Ａ
Ｉ
の
判
断
」
に
お
け
る
絶
望
的
な
未
来
予
測
に
用
い
ら

れ
る
論
拠
と
同
様
の
論
拠
を
も
っ
て
論
が
展
開
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
情
報

と
身
体
」（
吉
岡
洋
）
は
、
人
工
知
能
の
限
界
で
あ
る
身
体
性
の
議
論
に

大
き
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
挙
げ
た
（
つ
の
教
材
は
す
べ
て
、「
国

語
総
合
」の
時
代
か
ら
採
用
の
あ
る
教
材
で
あ
る
。
出
典
は
も
っ
と
古
い
。

こ
れ
ま
で
「
情
報
」
や
「
技
術
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
教
材
は
、「
現

代
の
国
語
」
に
お
け
る
人
工
知
能
の
議
論
と
か
な
り
近
い
内
容
を
も
ち
、

ま
た
論
じ
ら
れ
方
も
近
い
。
つ
ま
り
、
人
工
知
能
と
い
う
話
題
は
論
じ
ら

れ
る
対
象
こ
そ
新
し
い
が
、
論
じ
ら
れ
方
は
そ
れ
ほ
ど
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
さ

れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
人
工
知
能
を
ど
う
話
題

に
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
同
様
の
言
説
が
あ
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
対
象
が
変
わ
っ
て
も
な
お
繰
り
返
し
同
じ
よ

う
に
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
近
代
科
学
を
論
じ
る
教
材
に
人
工

知
能
の
議
論
も
包
摂
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
こ
れ
ま
で
も
含
め
て
議
論
を
展
開
す
る
と
い
う
扱
い
方
で
あ

り
、
議
論
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
返
す
と
い
う
扱
い
方
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
が
、
い
か
に
同
時
代
的
な
状
況
を
反
映
し
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
連
続
性
の
あ
る

議
論
に
学
習
者
た
ち
を
関
わ
ら
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
も
必
要
で
あ
る
。

「
メ
デ
ィ
ア
」
に
関
す
る
議
論
に
関
し
て
は
、
も
う
少
し
複
雑
で
あ
る
。

「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
関
係
の
教
材
に
つ
い
て
は
中
村
純
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子
に
よ
る
分
析
が
あ
る）

（
（

。
中
村
は
、「
現
代
の
国
語
」
に
お
け
る
メ
デ
ィ

ア
に
関
係
す
る
教
材
の
特
徴
を
（
つ
挙
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
「
ネ
ッ
ト

メ
デ
ィ
ア
警
戒
論
か
ら
徐
々
に
脱
却
し
、
ネ
ッ
ト
メ
デ
ィ
ア
社
会
の
課
題

に
対
峙
す
る
姿
勢
を
示
唆
す
る
論
調
が
登
場
し
た
」
こ
と
で
あ
り
、
も
う

ひ
と
つ
は
「
学
習
者
が
主
体
的
に
活
動
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
の

特
設
単
元
が
多
く
登
場
し
た
」
こ
と
で
あ
る
。
中
村
の
分
析
は
学
習
者
自

身
が
学
習
主
体
と
な
る
教
材
の
登
場
を
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

分
析
を
よ
く
読
む
と
、
メ
デ
ィ
ア
教
材
は
む
し
ろ
保
護
主
義
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ）

（
（

を
強
め
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、例
え
ば「
確

か
な
情
報
を
伝
え
る
た
め
に
」
と
い
う
単
元
で
は
、
学
習
者
自
身
の
意
見

と
し
て
、
ネ
ッ
ト
情
報
に
「
気
を
つ
け
る
べ
き
」
だ
と
発
表
さ
せ
る
こ
と

を
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
の
学
習
に
お
け
る
典
型
的
な
発
表
事
例
と

す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
へ
の
接
触
の
責
任
を
学
習
者
自
身
に
負
わ
せ
よ

う
と
し
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
よ
り
詳
細
な
検
討
が

必
要
で
あ
り
こ
こ
で
は
十
分
に
言
及
で
き
な
い
が
、少
な
く
と
も
、メ
デ
ィ

ア
関
係
の
教
材
を
人
工
知
能
の
関
係
の
教
材
の
周
辺
の
議
論
と
し
て
組
み

込
む
こ
と
に
は
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
学
習
者
を
議
論
す
る
存
在
と

す
る
な
ら
、
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
見
え
る
教
材
を

取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
「
現
代
の
国
語
」
を
中
心
と
し
て
そ
の
教
材
の
傾
向
や
特
徴

を
つ
か
み
、
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
関

係
の
教
材
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
ど
う
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
検
討
し

て
き
た
。
そ
し
て
、
ひ
と
つ
の
扱
い
方
の
方
向
性
と
し
て
、
学
習
者
を
議

論
す
る
存
在
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
が
で
き
る
教
材
で
あ
る
と
考
え
、
検

討
を
進
め
た
。
最
後
に
そ
う
し
た
方
向
性
が
、
小
中
学
校
に
お
け
る
教
材

と
ど
の
よ
う
に
接
続
で
き
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

小
中
学
校
の
教
科
書
教
材
は
人
工
知
能
の
限
界
を
掘
り
下
げ
て
捉
え
て

い
く
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
工
知
能
に
つ
い
て
、

そ
の
可
能
性
が
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
そ
う
し
た
教
材
を
読
ん
で
き
た
学
習
者
に
と
っ
て
、「
現
代
の
国
語
」

で
出
会
う
教
材
は
印
象
の
異
な
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
教
材
内
容
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
授
業
は
議
論
を
し
て

考
え
た
り
、
読
み
比
べ
を
し
て
考
え
た
り
す
る
と
い
う
設
定
の
も
の
が
中

心
で
あ
る
。
も
し
も
、
そ
う
し
た
学
習
方
法
で
人
工
知
能
に
つ
い
て
考
え

て
き
た
学
習
者
が
「
現
代
の
国
語
」
の
教
科
書
に
出
会
う
な
ら
、
彼
ら
は

初
め
か
ら
議
論
の
対
象
と
し
て
人
工
知
能
を
捉
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
現
代
の
国
語
」
が
小
中
学
校
の
学
習
を
引
き
受
け
る
な
ら
、
人
工
知

能
に
関
す
る
教
材
は
、
あ
ら
か
じ
め
学
習
者
を
議
論
す
る
存
在
と
し
て
組

み
込
ん
だ
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

令
和
（
年
に
初
め
て
人
工
知
能
関
係
教
材
と
出
会
う
こ
と
と
な
っ
た
小
学

校
5
年
生
は
、
令
和
（
年
に
は
「
現
代
の
国
語
」
を
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。

そ
の
と
き
に
は
十
分
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
も
大

切
だ
と
考
え
る
。
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注

（
1
）
こ
の
考
え
は
、
メ
デ
ィ
ア
教
育
が
メ
デ
ィ
ア
の
功
罪
を
教
え
る
と
い

う
こ
と
を
超
え
て
、
メ
デ
ィ
ア
の
あ
り
方
が
議
論
の
途
上
で
あ
る
こ
と

を
学
ぶ
べ
き
と
す
る
考
え
方
に
よ
る
。
例
え
ばD

. Buckingham
, 

T
he M

edia E
ducation M

anifesto, polity, （01（

を
参
照
。

（
（
）
断
っ
て
お
く
が
、
先
に
取
り
上
げ
た
ど
の
論
者
も
、
人
工
知
能
の

限
界
を
指
摘
す
る
限
界
論
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
教
材
と
し
て

採
用
さ
れ
て
い
る
部
分
に
人
工
知
能
の
限
界
に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る

だ
け
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
彼
ら
を
単
な
る
限
界
論
者
と
捉
え

て
は
い
な
い
。

（
（
）
中
村
純
子
「
高
等
学
校
メ
デ
ィ
ア
・
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
可
能
性　

令
和
（
年
度
「
現
代
の
国
語
」「
公

共
」「
情
報
I
」
教
科
書
教
材
の
分
析
か
ら
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要

人
文
社
会
科
学
Ⅰ
』、
２
０
２
２
年
、
1

－

1（
頁

（
（
）
学
習
者
が
メ
デ
ィ
ア
の
悪
影
響
を
一
方
的
に
受
け
る
存
在
で
あ
る

と
捉
え
、
そ
の
悪
影
響
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
。
詳
し

く
はD

. Buckingham
, M

edia E
ducation, Polity, （00（

を
参
照
。
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