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筆
者
自
身
の
学
び
に
も
な
っ
た
。
こ
の
実
践
は
す
で
に
各
所
で
発
表
さ
れ

て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

そ
の
前
に
前
任
校
の
状
況
と
、
自
ら
の
感
じ
た
課
題
を
明
ら
か
に
し
て

お
き
た
い
。
田
園
調
布
高
校
は
学
力
的
に
は
都
立
の
中
堅
上
位
に
位
置
し
、

大
学
進
学
の
希
望
者
は
八
～
九
割
程
度
で
あ
る
。
生
徒
の
多
く
は
素
直
で

大
人
し
い
た
め
か
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
が
特
徴
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。

近
隣
に
学
力
的
に
は
近
い
も
の
の
運
動
部
が
活
発
な
学
校
が
あ
り
、
生
徒

全
体
の
雰
囲
気
の
違
い
を
よ
り
明
確
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
授
業
で

は
素
直
で
大
人
し
い
こ
と
が
良
い
半
面
、
教
員
の
説
明
を
聞
い
て
板
書
を

ノ
ー
ト
に
写
す
ま
で
は
き
っ
ち
り
で
き
る
も
の
の
、
応
用
や
発
展
に
な
る

と
途
端
に
思
考
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
く
、「
内
容
」
の
イ
ン
プ

ッ
ト
が
授
業
で
あ
り
学
習
で
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
生

徒
は
静
か
に
授
業
を
聞
く
姿
勢
が
正
し
い
と
考
え
て
い
る
が
（
私
語
を
注

意
さ
れ
て
も
悪
態
を
つ
く
こ
と
は
な
い
）、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
か
え
っ

て
学
習
プ
ロ
セ
ス
の
固
定
化
を
招
き
、
居
眠
り
や
主
体
性
の
低
下
も
引
き

起
こ
し
て
い
る
よ
う
で
、
必
要
な
援
助
要
請
の
機
会
す
ら
逸
し
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
向
け
て
の
授
業
改
善
が
改
め
て

強
調
さ
れ
る
な
か
で
、
筆
者
は
前
述
の
よ
う
な
特
徴
と
課
題
を
踏
ま
え
て
、

特
に
主
体
性
と
協
調
と
を
関
連
さ
せ
た
授
業
実
践
を
模
索
し
て
き
た
。
こ

こ
で
は
生
徒
を
先
生
役
に
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
（
以
下
、

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

は
じ
め
に

こ
こ
数
年
、
歴
史
教
育
に
お
い
て
新
た
な
授
業
の
在
り
方
を
模
索
す
る

試
み
が
活
発
化
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
新
学
習
指
導
要
領
の
策
定
や

新
科
目
の
設
置
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
学
び
そ
の
も
の
の
視
座
が
大
き
く

転
換
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
I
C
T
の
発
展
、
他
分
野
の
手
法
な
ど
の
導

入
が
進
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
よ
り

も
基
本
に
な
る
の
は
、
目
の
前
の
生
徒
と
向
き
合
い
、
何
を
身
に
付
け
さ

せ
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
す
べ
き
か
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
筆

者
自
身
、
ま
だ
ま
だ
不
十
分
な
授
業
力
な
が
ら
、
五
年
間
を
過
ご
し
た
前

任
校
の
東
京
都
立
田
園
調
布
高
等
学
校
で
生
徒
と
向
き
合
い
な
が
ら
さ
ま

ざ
ま
な
授
業
に
取
り
組
ん
だ
。
失
敗
と
反
省
の
繰
り
返
し
で
は
あ
っ
た
が
、

成
果
と
手
応
え
を
感
じ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
特
に
大
学
院
と
企
業
、
そ

し
て
高
校
の
三
者
が
連
携
し
た
日
本
史
に
お
け
る
反
転
授
業
の
実
践
は
、

（
1
）

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト

主
体
性
と
協
調
を
意
識
し
た

日
本
史
の
授
業
実
践

相川浩昭
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A
L
型
）
の
チ
ー
ム
学
習
と
、
歴
史
上
の
人
物
を
カ
ー
ド
化
し
て
ポ
ー
カ

ー
風
の
ゲ
ー
ム
を
開
発
し
た
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

一
　
生
徒
を
先
生
役
と
し
た
A
L
型
の
チ
ー
ム
学
習

〔
実
践
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
〕

対
象
ク
ラ
ス
（
三
年
生
／
選
択
日
本
史
B
／
四
単
位
／
二
ク
ラ
ス
合
計

七
二
名
）
は
履
修
者
の
う
ち
約
九
割
が
受
験
で
日
本
史
B
を
利
用
す
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
受
験
対
策
も
含
む
授
業
展
開
が
必
要
と
さ
れ
た
も

の
の
、
伸
び
悩
ん
で
い
る
状
態
が
あ
っ
た
。
加
え
て
、
二
時
間
続
き
の
授

業
（
五
〇
分
×
二
）
が
講
義
形
式
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
過
半
数
の
生
徒

に
と
っ
て
集
中
も
続
き
づ
ら
い
こ
と
が
、
一
学
期
の
は
じ
め
で
既
に
見
て

取
れ
た
。
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
生
徒
を
「
や
ら
ざ
る
を
得
な

い
」
状
況
に
置
き
、
か
つ
集
団
で
乗
り
越
え
る
授
業
を
考
え
た
。

〔
授
業
の
展
開
〕

生
徒
に
チ
ー
ム
を
組
ま
せ
、
そ
の
な
か
で
T
A
（
先
生
役
の
授
業
担
当

者
）
を
中
心
に
対
象
と
な
る
単
元
の
授
業
を
行
わ
せ
る
か
た
ち
を
取
っ
た
。

二
学
期
は
中
世
、「
保
元
・
平
治
の
乱
」
～
「
幕
府
の
衰
退
」（
山
川
出
版

社
『
詳
説
日
本
史
B
』
九
〇
～
一
一
三
頁
）、
計
一
二
時
間
分
の
授
業
を

実
施
さ
せ
た
。
具
体
的
に
は
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
あ
る
。

①
ク
ラ
ス
内
を
五
～
六
人
で
一
チ
ー
ム
と
し
、
各
チ
ー
ム
に
お
い
て
は
毎

時
間
誰
か
を
先
生
役
に
設
定
す
る
。

②
先
生
役
は
事
前
に
教
員
よ
り
授
業
運
営
の
指
導
を
受
け
、
各
自
授
業
の

準
備
を
進
め
る
（
五
〇
分
間
の
授
業
で
教
科
書
一
～
二
頁
程
度
を
目
安

と
し
た
）。

③
授
業
時
は
各
チ
ー
ム
に
分
か
れ
、
授
業
を
先
生
役
が
中
心
に
な
っ
て
板

書
（
黒
板
ま
た
は
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
）
や
プ
リ
ン
ト
な
ど
を
使
っ
て
自

由
に
行
う
。
教
員
は
各
チ
ー
ム
を
巡
回
し
、
必
要
に
応
じ
た
フ
ォ
ロ
ー

を
行
う
。

④
二
時
間
の
最
後
に
は
各
チ
ー
ム
が
小
テ
ス
ト
に
取
り
組
む
。

〔
特
徴
と
工
夫
〕

一
つ
目
に
、
責
任
感
を
植
え
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ー
ム
学
習
実
施

中
は
あ
え
て
教
員
側
は
生
徒
に
任
せ
て
見
守
る
姿
勢
を
と
っ
た
。
ま
た
チ

ー
ム
全
員
の
考
査
で
の
平
均
点
を
公
表
す
る
こ
と
で
連
帯
感
と
競
争
意
識

を
持
た
せ
、
自
分
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ー
ム
の
た
め
に
努
力
す
る

と
い
う
意
識
を
持
た
せ
た
。

二
つ
目
に
、
授
業
と
し
て
の
質
の
確
保
で
あ
る
。
教
員
は
各
チ
ー
ム
間

の
能
力
や
協
調
の
度
合
に
よ
る
学
習
の
ば
ら
つ
き
が
出
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
、
板
書
案
、
そ
し
て
授
業
を
行
う
上
で
の
諸
注
意
な
ど
を
レ
ジ
ュ
メ

と
し
て
ま
と
め
、
事
前
に
先
生
役
に
配
布
・
指
導
す
る
時
間
を
設
け
た
。

加
え
て
、
教
員
側
で
到
達
度
を
は
か
る
小
テ
ス
ト
を
毎
回
用
意
し
て
実
施

さ
せ
る
こ
と
で
、
チ
ー
ム
間
で
大
き
な
差
が
出
な
い
よ
う
工
夫
を
行
っ
た
。
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〔
成
果
と
課
題
〕

一
学
期
の
早
い
段
階
で
チ
ー
ム
学
習
を
実
施
す
る
こ
と
を
周
知
し
、
一

時
間
か
け
て
そ
の
理
由
と
意
義
を
説
明
し
た
が
、
想
定
し
た
通
り
一
部
の

生
徒
か
ら
不
安
の
声
が
上
が
り
、
他
の
教
員
か
ら
も
批
判
の
声
が
聞
こ
え

た
。
結
果
、
数
名
が
履
修
を
取
り
下
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
生
徒
は
自

然
と
チ
ー
ム
内
で
「
ど
う
す
る
？　

先
生
、
本
気
ら
し
い
」
と
相
談
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
先
生
役
の
多
く
は
、
た
ど
た
ど
し
い
と
は
い
え
懸
命
に

授
業
に
取
り
組
み
、
そ
れ
を
受
け
る
生
徒
も
真
面
目
に
聞
い
て
、
居
眠
り

は
皆
無
と
な
っ
た
。
不
完
全
な
授
業
、
少
人
数
だ
か
ら
こ
そ
大
半
の
生
徒

は
集
中
し
、
先
生
役
を
助
け
た
り
、
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
は
活
発
な
質
問
や

感
想
が
飛
び
交
う
雰
囲
気
も
あ
ら
わ
れ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
授
業
の
進

め
方
や
形
態
も
個
性
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
、
机
の
並
び
を
変
え
た
り
（
図

1
・
2
）、
自
作
の
ま
と
め
プ
リ
ン
ト
を
作
成
し
て
く
る
チ
ー
ム
（
図
2
）、

教
員
の
や
り
方
を
真
似
て
板
書
で
授
業
し
つ
つ
、
さ
か
ん
に
先
生
役
に
質

問
す
る
チ
ー
ム
（
図
1
）
な
ど
、
協
調
的
で
主
体
的
な
取
り
組
み
も
多
く

み
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
工
夫
は
即
興
的
に
相
談
し
て
行
っ
て
い

た
よ
う
で
、
普
段
、
大
人
し
い
生
徒
の
持
つ
力
に
驚
か
さ
れ
た
。

以
下
、
事
後
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
生
徒
の
感
想
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た

い
。

・�

教
え
る
の
は
大
変
だ
け
ど
、
自
分
で
調
べ
て
授
業
す
る
と
身
に
つ

き
や
す
い
。

（
6
）

図 1　実際の授業風景①

図 2　実際の授業風景②
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・�

自
ら
教
え
る
と
い
う
立
場
に
な
る
こ
と
で
、
自
分
の
理
解
の
浅
は

か
さ
や
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
が
自
覚
で
き
た
。

・
わ
か
ら
な
く
て
も
チ
ー
ム
内
だ
と
質
問
し
や
す
い
か
ら
良
か
っ
た
。

・�

少
人
数
の
チ
ー
ム
で
行
う
こ
と
で
毎
回
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
、

飽
き
ず
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

・�

先
生
の
授
業
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
し
、
詳
し
い
か
ら
安
心
で
き

る
。
チ
ー
ム
制
を
減
ら
し
て
ほ
し
い
。

・�

チ
ー
ム
内
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
く
て
協
力
し
た
り

質
問
し
た
り
す
る
雰
囲
気
に
な
ら
な
か
っ
た
。

・
T
A
に
よ
っ
て
は
準
備
し
て
き
て
な
い
人
も
い
た
。

率
直
な
感
想
か
ら
も
お
わ
か
り
の
よ
う
に
す
べ
て
の
チ
ー
ム
、
す
べ
て

の
実
践
回
で
必
ず
し
も
上
手
く
い
っ
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
た
だ
、
少

な
く
と
も
自
分
た
ち
が
学
習
の
主
役
と
し
て
学
ぶ
こ
と
、
理
解
す
る
こ
と

の
大
切
さ
や
難
し
さ
を
生
徒
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
一

方
的
な
講
義
形
式
の
授
業
で
は
困
難
な
経
験
で
あ
り
、
A
L
型
授
業
の
持

つ
効
果
の
一
端
で
も
あ
る
。
課
題
と
し
て
は
、「
教
え
方
」
の
指
導
が
不

足
し
、
混
乱
を
招
い
た
こ
と
と
、
授
業
の
質
と
い
う
面
で
は
チ
ー
ム
学
習

に
不
安
を
抱
い
た
生
徒
が
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
反
省
と
し
て
改
善
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
、
数
字
に
現
れ
た
成
果
と
し
て
、
校
内
模
擬
試
験
の
日
本
史
B
平

均
点
は
、
前
年
度
を
毎
回
上
回
っ
た
。
ま
た
セ
ン
タ
ー
試
験
の
自
己
採
点

結
果
に
お
い
て
も
、
日
本
史
B
受
験
者
数
が
前
年
度
よ
り
三
割
以
上
増
加

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
年
度
の
校
内
平
均
点
を
上
回
る
こ
と
が
で
き

た
。

二
　
歴
史
人
物
ポ
ー
カ
ー

対
象
ク
ラ
ス
（
二
年
生
／
日
本
史
A
／
二
単
位
／
二
六
名
）
の
授
業
で

は
、
近
代
史
の
人
物
を
ト
ラ
ン
プ
の
カ
ー
ド
に
見
立
て
て
、
ポ
ー
カ
ー
形

式
の
ゲ
ー
ム
教
材
を
開
発
し
、
A
L
型
の
実
践
と
評
価
を
行
っ
た
。

〔
実
践
の
背
景
〕

日
本
史
A
と
は
い
え
、
多
く
の
人
物
が
近
代
史
以
降
に
登
場
し
、
必
ず

し
も
興
味
関
心
が
高
く
な
い
生
徒
に
と
っ
て
は
、「
誰
が
誰
だ
か
わ
か
ら

な
い
」
と
困
惑
す
る
声
が
聞
こ
え
た
。
特
に
生
徒
の
知
識
は
断
片
的
・
孤

立
的
に
な
り
や
す
く
、
相
互
に
関
連
さ
せ
た
り
、
上
位
の
概
念
と
結
び
付

け
た
り
し
て
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
思
考
が
苦
手
な
傾
向
が
あ
る
。
例
え

ば
「
西
郷
隆
盛
」「
徳
川
慶
喜
」「
坂
本
龍
馬
」
な
ど
個
々
で
暗
記
・
理
解

し
が
ち
で
、「
大
政
奉
還
」
と
い
う
歴
史
的
文
脈
に
沿
っ
て
位
置
付
け
た

り
、
関
連
付
け
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
だ
っ
た
。
以
上
の
課
題
を

踏
ま
え
て
ポ
ー
カ
ー
を
応
用
し
た
ゲ
ー
ム
学
習
を
実
践
し
た
。

〔
授
業
の
実
践
〕

ポ
ー
カ
ー
は
五
枚
の
カ
ー
ド
を
揃
え
て
、
よ
り
組
み
合
わ
せ
の
難
し
い

役
を
つ
く
っ
た
方
が
勝
ち
、
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
ル
ー
ル
が
基
本
で
あ

（
7
）

（
8
）
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ー
ゲ
ー
ム
（
テ
キ
サ
ス
ポ
ー
カ
ー
の
ル
ー
ル
を
モ
デ
ル
に
し
た
）
の
説
明

を
行
い
、
役
表
の
提
示
と
チ
ー
ム
分
け
を
行
っ
た
。
実
践
の
流
れ
は
以
下

の
如
く
で
あ
る
。

①
審
判
役
の
生
徒
が
対
戦
チ
ー
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
三
枚
の
カ
ー
ド
を
配
布
し
、

審
判
は
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
共
有
の
カ
ー
ド
を
二
枚
置
く
。
対
戦
の
両

チ
ー
ム
は
こ
の
二
枚
と
手
元
の
三
枚
を
組
み
合
わ
せ
て
役
を
考
え
る
。

②
カ
ー
ド
の
交
換
は
双
方
三
回
ま
で
と
し
て
、
審
判
は
必
要
な
枚
数
分
の

交
換
を
行
う
。

③
双
方
が
三
回
ま
で
交
換
を
終
え
た
後
、
手
元
の
カ
ー
ド
を
開
示
し
、
役

を
相
手
と
審
判
に
説
明
す
る
。

④
相
手
の
役
に
不
審
な
点
が
あ
る
場
合
は
異
議
を
申
し
出
る
。
組
み
合
わ

せ
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、
審
判
が
役
の
成
立
を
却
下
す
る
。

⑤
双
方
の
役
が
出
揃
っ
た
場
合
、
審
判
は
役
表
を
見
て
点
数
を
計
算
し
、

高
得
点
の
方
を
勝
者
と
す
る
。

⑥
試
合
後
に
そ
の
場
の
全
員
で
振
り
返
り
を
行
う
。

〔
特
徴
と
工
夫
〕

一
つ
目
に
は
ゲ
ー
ム
学
習
の
な
か
で
も
特
に
扱
い
や
す
い
カ
ー
ド
ゲ
ー

ム
形
式
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
生
徒
自
身
が
作
成
し
た
カ
ー
ド
も
含

ま
れ
る
た
め
、
さ
ら
に
意
欲
を
高
め
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ポ
ー

カ
ー
は
ル
ー
ル
も
簡
単
な
の
で
応
用
し
や
す
く
、
生
徒
の
飲
み
込
み
も
早

か
っ
た
。

（
9
）

（
10
）

る
。
数
字
の
カ
ー
ド
を
日
本
史
の
人
物
に
置
き
換
え
ら
れ
な
い
か
と
考
え

た
の
が
は
じ
ま
り
で
、
組
み
合
わ
せ
は
カ
ー
ド
（
人
物
）
の
共
通
点
と
し

た
。
例
え
ば
伊
藤
博
文
と
山
縣
有
朋
な
ら
ば
「
長
州
藩
」、
伊
藤
博
文
と

大
隈
重
信
で
あ
っ
た
ら
「
明
治
十
四
年
の
政
変
」
な
ど
で
あ
る
。
枚
数
が

多
い
ほ
ど
共
通
点
を
探
し
出
し
た
り
、
気
付
く
こ
と
は
難
し
い
た
め
、
知

識
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
思
考
力
も
必
要
と
な
る
。
生
徒
に
は
夏
休
み
中
の

宿
題
と
し
て
、
教
科
書
に
登
場
す
る
近
代
以
降
の
人
物
を
主
と
し
て
、
三

名
分
を
割
り
振
っ
て
カ
ー
ド
を
手
作
り
で
提
出
さ
せ
た
（
図
3
）。
回
収

後
、
教
員
側
で
多
少
の
訂
正
や
修
正
を
行
っ
た
の
ち
、
生
徒
に
は
ポ
ー
カ図 3　生徒が作成したカード「芥川龍之介」
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人
、
こ
ん
な
こ
と
も
や
っ
た
ん
だ
～
」
と
感
心
し
た
り
、
味
の
あ
る
（
？
）

手
描
き
の
肖
像
を
眺
め
て
「
こ
れ
描
い
た
の
誰
だ
よ
！　

全
然
似
て
な
い

じ
ゃ
ん
（
笑
）」
な
ど
面
白
が
っ
て
、
楽
し
み
な
が
ら
実
践
し
て
い
た
の

が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
授
業
中
は
発
言
な
ど
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
女
子

生
徒
に
は
、
チ
ー
ム
内
で
、「
こ
の
組
み
合
わ
せ
な
ら
成
立
す
る
よ
ね
」

「
こ
の
カ
ー
ド
は
〇
〇
だ
か
ら
、
他
と
も
組
み
合
わ
せ
で
き
そ
う
だ
し
、

残
し
て
お
こ
う
よ
」
な
ど
積
極
的
な
発
言
が
み
ら
れ
た
。
普
段
の
授
業
と

異
な
り
、「
仲
間
と
考
え
る
」
と
い
う
協
調
的
な
活
動
が
ゲ
ー
ム
に
よ
っ

て
促
さ
れ
て
い
た
。
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
知
識
を
獲
得
し
、
か
つ
そ
の
組
み

合
わ
せ
を
思
考
す
る
と
い
う
活
動
が
な
さ
れ
て
い
た
。

授
業
二
回
分
の
実
践
の
前
に
事
前
テ
ス
ト
を
、
の
ち
に
事
後
テ
ス
ト
を

実
施
し
て
効
果
を
測
定
し
た
。
結
果
、
単
純
な
平
均
個
数
は
有
意
傾
向
な

が
ら
増
加
し
、
そ
の
な
か
で
も
歴
史
の
文
脈
に
関
連
付
け
た
平
均
個
数
は

有
意
の
増
加
が
あ
っ
た
（
表
1
）。
こ
の
ゲ
ー
ム
の
課
題
は
、
多
く
の
場

面
で
、
総
理
大
臣
を
揃
え
る
カ
ー
ド
の
組
み
合
わ
せ
が
多
く
、
偏
り
が
出

て
し
ま
っ
た
こ
と
、
あ
と
は
カ
ー
ド
自
体
が
人
物
の
み
で
あ
っ
た
点
だ
ろ

う
。
歴
史
は
人
物
の
み
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
の
は
無
論
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
人
物
以
外
の
「
出
来
事
」「
制
度
」「（
芸
術
や
文
学
の
）
作
品
」

な
ど
を
加
え
る
こ
と
で
複
雑
さ
と
難
易
度
が
上
が
り
、
一
定
の
知
識
が
蓄

積
で
き
て
い
る
生
徒
が
多
い
学
校
で
は
む
し
ろ
高
度
な
実
践
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
生
徒
自
身
に
ル
ー
ル
や
役
表
自
体
を
作
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
る

（
11
）

0

1

2

3

4

5

表 1 　

二
つ
目
に
は
チ
ー
ム
対
戦
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
一
人
で
は
上
手
く
で

き
な
い
子
や
授
業
に
前
向
き
に
は
な
れ
な
い
子
も
、
チ
ー
ム
を
組
ま
せ
る

こ
と
で
自
然
と
考
え
を
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
し
や
す
い
環
境
を
作
っ
た
。
ま
た

審
判
役
も
生
徒
に
任
せ
る
こ
と
で
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
進
行
や
判
定

な
ど
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
チ
ー
ム
作
り
も
普
段
の
人
間
関
係
や

性
格
を
考
慮
し
、
担
任
教
諭
と
相
談
し
て
組
ま
せ
る
よ
う
配
慮
し
た
。

〔
成
果
と
課
題
〕

生
徒
達
は
チ
ー
ム
内
で
相
談
し
な
が
ら
五
枚
の
カ
ー
ド
の
組
み
合
わ
せ

を
一
生
懸
命
考
え
て
お
り
、
多
様
な
カ
ー
ド
の
情
報
に
は
「
へ
ー
、
こ
の
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だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

最
後
に
現
在
二
年
目
と
な
っ
た
現
任
校
で
あ
る
都
立
荻
窪
高
等
学
校
で

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
三
部
制
・
定
時
制
・
単
位
制
と
い
う

少
々
特
殊
な
ス
タ
イ
ル
の
学
校
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
生
徒
の
特
徴
や

課
題
も
ま
た
前
任
校
と
大
き
く
異
な
る
。
生
徒
の
多
様
さ
と
個
性
の
前
に
、

筆
者
の
授
業
も
容
易
に
は
通
用
し
な
い
と
こ
ろ
が
悩
み
の
種
で
も
あ
り
、

ま
た
刺
激
的
で
も
あ
る
。
現
在
、
二
年
生
Ⅰ
部
の
世
界
史
A
に
お
い
て
、

生
徒
自
身
の
「
問
い
」
を
も
と
に
し
て
探
究
的
な
活
動
を
目
指
す
授
業
を

外
部
と
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
。
探
究
科
目
で
も
重
点
を
置
か
れ
る
「
問

い
」
を
教
員
で
は
な
く
、
生
徒
か
ら
主
体
的
に
発
信
さ
せ
る
こ
と
で
、
い

わ
ば
「
疑
問
力
」
と
も
い
う
べ
き
力
が
育
成
で
き
る
の
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
の
実
践
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
報
告
さ

せ
て
頂
き
た
い
と
思
う
。

註（1
）�　

白
水
始
「
学
び
を
め
ぐ
る
理
論
的
視
座
の
転
換
」（
佐
藤
学
ほ
か

編
『
岩
波
講
座　

教
育　

変
革
へ
の
展
望
5　

学
び
と
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）。

（
2
）�　

池
尻
良
平
・
山
本
良
太
・
仲
谷
佳
恵
・
伏
木
田
稚
子
・
安
斎
勇
樹
・

相
川
浩
昭
・
山
内
祐
平
「
中
堅
高
校
に
お
け
る
日
本
史
の
高
次
能
力

（
12
）

を
育
成
す
る
反
転
授
業
の
開
発
」（『
日
本
教
育
工
学
会
第
32
回
全
国

大
会
講
演
論
文
集
』、
二
〇
一
六
年
）。
伊
能
美
和
子
「
反
転
学
習
＆

高
大
接
続
の
た
め
の
g
a
c
c
o
版
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」（
第

5
回
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
、
二
〇
一
七
年
）。

（
3
）�　

あ
く
ま
で
当
時
の
情
報
で
あ
り
、
一
面
的
・
主
観
的
な
見
方
が
入

っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
頂
き
た
い
。

（
4
）�　
「
内
容
」
か
ら
「
資
質
・
能
力
」
へ
の
シ
フ
ト
が
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
永
松
靖
典
編
『
歴
史
的
思
考
力
を
育
て
る

─
歴
史
学
習
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
七
年
）、
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
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
5
）�　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」

の
実
現
に
向
け
て
、
授
業
改
善
が
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
特
に
、
各
教
科
・
科
目
等
に
お
い
て
身
に
付
け
た
知
識
及
び
技
能

を
活
用
し
た
り
、
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
や
学
び
に
向
か
う

力
、
人
間
性
等
を
発
揮
さ
せ
た
り
し
て
、
学
習
の
対
象
と
な
る
物
事

を
捉
え
思
考
す
る
こ
と
に
よ
り
、
各
教
科
・
科
目
等
の
特
質
に
応
じ

た
物
事
を
捉
え
る
視
点
や
考
え
方
（
以
下
「
見
方
・
考
え
方
」
と
い

う
。）
が
鍛
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
留
意
し
、
生
徒
が
各
教
科
・
科

目
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
過
程
を
重
視
し

た
学
習
の
充
実
を
図
る
こ
と
。」

（
6
）�　

即
興
の
協
調
が
生
み
出
す
効
果
に
つ
い
て
は
、
キ
ー
ス
・
ソ
ー
ヤ

ー
著
・
金
子
宣
子
訳
『
凡
才
の
集
団
は
孤
高
の
天
才
に
勝
る

─

「
グ
ル
ー
プ
・
ジ
ー
ニ
ア
ス
」
が
生
み
出
す
も
の
す
ご
い
ア
イ
デ
ア
』
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（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
7
）�　H

iroaki�A
IK
A
W
A
,�R
yohei�IK

E
JIR
I
⁄D
esigning�and�

E
valuating�G

am
e-based�Learning�to�E

ncourage�H
igh�

School�Students�to�O
rganize�H

istorical�K
now
ledge�in�

Relation�to�Substantive�Concepts.�International�Conference�
for�M

edia�in�Education�2018,�K
orea,�from

�A
ugust�16-18.

（
8
）�　

進
藤
聡
彦
「
メ
タ
認
知
的
な
学
習
方
略
が
知
識
の
有
意
味
化
に
及

ぼ
す
影
響

─
歴
史
学
習
へ
の
好
奇
動
機
を
喚
起
す
る
た
め
の
条

件
」（『
教
育
方
法
学
研
究
』
二
八
号
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
9
）�　

役
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
総
理
大
臣
経
験
者
」
が
二
枚
揃
っ
た

ら
〇
〇
点
、「
文
学
者
」
が
三
枚
で
〇
〇
点
な
ど
基
準
と
な
る
も
の

を
作
っ
た
。
ま
た
、
歴
史
上
の
出
来
事
や
重
要
な
繋
が
り
に
な
る
役
、

例
え
ば
「
日
露
戦
争
」「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
な
ど
の
関
連
人
物

を
揃
え
た
場
合
は
高
得
点
を
設
定
し
た
。

（
10
）�　

カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
教
材
の
参
考
は
、
池
尻
良
平
「
歴
史
の
因
果
関
係

を
現
代
に
応
用
す
る
力
を
育
成
す
る
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
教
材
の
デ
ザ
イ

ン
と
評
価
」（『
日
本
教
育
工
学
会
論
文
誌
』
三
四
巻
四
号
、
二
〇
一

一
年
）。

（
11
）�　

事
前
事
後
と
も
に
共
通
の
一
六
人
の
近
代
史
上
の
人
物
か
ら
任
意

で
選
ん
だ
二
人
を
組
み
合
わ
せ
て
、
一
〇
分
間
で
い
く
つ
の
共
通
点

を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
テ
ス
ト
で
あ
る
。
共
通

点
が
異
な
る
の
な
ら
ば
同
じ
人
物
を
何
回
使
っ
て
も
良
い
こ
と
に
し

た
。

（
12
）�　

こ
の
実
践
の
形
成
的
評
価
に
つ
い
て
は
、
第
六
七
回
全
国
社
会
科

教
育
学
会
全
国
研
究
大
会
（
J
E
R
A
S
S
）
ポ
ス
タ
ー
部
門
「
定

時
制
高
校
に
お
け
る
生
徒
の
問
い
作
り
を
支
援
す
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

の
開
発
と
形
成
的
評
価
─
世
界
史
の
授
業
実
践
を
通
し
て
─
」（
二

〇
一
八
年
）
に
て
発
表
し
た
。

〔
付
記
〕

実
践
に
関
し
て
、
当
時
の
社
会
科
の
先
生
方
を
は
じ
め
、
校
長
・
副
校

長
な
ど
多
く
の
方
々
の
ご
理
解
を
頂
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
意
を

表
し
た
い
。

（
あ
い
か
わ
・
ひ
ろ
あ
き
／
東
京
都
立
荻
窪
高
等
学
校
教
諭
）


