
珍
特
集
　
授
業
改
善
の
方
略

授
業
理
解
を
深
め
豊
か
に
す
る
一
視
点

―
―
授
業

に
お
け

る
事
実

と
意

味
―
―

は

じ

め

に

わ
た
く
し
達
の
ひ
と
り
ひ
と
リ
ー
ー
以
下

「
私
」
と
記
す
こ
と
に

し
ま
す
―
―
は
、
授
業
実
践
者
で
あ
れ
、
授
業
研
究
者
で
ぁ
れ
、
授

業
を
深
く
豊
か
に
理
解
し
た
い
と
願

っ
て
い
ま
す
。
内
容
豊
か
な
授

業
を
創
造
す
る
た
め
に
も
、
授
業

へ
の
深
い
洞
察
を
も
っ
た
研
究
を

創
造
す
る
た
め
に
も
、
そ
ぅ
し
た
理
解
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
す
。

さ
き
に
、
わ
た
く
し
は
、
本
誌
で

「授
業
に
お
け
る

『
心
理
学
的

認
識
〓

）一
っ
ぃ
て
述
べ
ま
し
た

（『教
育
展
望
』、　
一
九
八
三
年
、
四
月

吉

田

章

宏

（東
京
大
学
助
教
授
）

号
、
一
四
を
二
一
ペ
ー
ジ
）。
そ
こ
で
は
、
現
在
広
く
み
ら
れ
る
二
人

鰤
ω
¨
岬
婢
辞
麒
』
¨
き
ぎ
」
は
都

、　
一
人
称
の
心
理
学
の
可
能
性

た
。
こ
ン」
で
は
、
そ
？

」
と
を
前

提
に
し
な
が
ら
、
「私
」
の
浅
く
貧
し
ぃ
か
も
知
れ
ぬ

「
授
業
理
解
」

を
さ
ら
に
深
め
、
豊
か
に
す
る
た
め
に
考
え
る
べ
き
ぃ
く
っ
か
の
問

題
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
（注
１
）。

「
私
」
の

「
授
業
理
解
」
は

浅
く
貧
し
い
か
も
知
れ
な

い

「
私
」
の

「
授
業
理
解
」
は
浅
く
貧
し
ぃ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
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こ
こ
で
、
「授
業
理
解
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
「授
業
」
に
つ
い
て

の
―
―
意
識
さ
れ
て
も
お
ら
ず
、
ま
だ
言
葉
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
な

い

「前
理
解
」
を
含
め
た
―
―

「
理
解
」
の
総
体
を
あ
ら
わ
す
こ
と

に
し
ま
す
。

さ
て
、
「私
」
の

「授
業
理
解
」
が
浅
く
貧
し
い
可
能
性

は
、
以

下
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
す
。

ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で

「私
」
が
浅
く
貧
し
い
質
の
授
業
し
か

体
験
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
。
ま
た
、
深
く
豊
か
な
授
業
に
接

す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
が
た
と
え
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を

そ
の
よ
う
な
授
業
と
し
て
体
験
す
る
力
、
「
見
る
日
」
を
、
「私
」
が

も
て
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
、
「私
」
が
い

ま
属
す
る
時
代
、
社
会
、
文
化
の
中
で
は
、
授
業

の
質
も
そ
れ
を

「
見
る
目
」
の
質
も
、
あ
る
制
約
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う

事
情
な
ど
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
芸
術
と
し
て
の

「絵
画
の
理
解
」
に
つ

い
て
は
議
論
の
余
地
な
く
明
白
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
「私
」
が
こ
れ

ま
で
接
し
た
こ
と
の
あ
る

「絵
画
」
に
は
浅
く
貧
し
い
質
の
も
の
し

か
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
。
た
と
え
ば
、
「私
」
は
生
ま
れ
て
か
ら

「絵
画
と
い
う
も
の
を
見
た
こ
と
が
な
い
」
あ
る
い
は

「絵
と
い
え

ば
塗
り
絵
ぐ
ら
い
し
か
見
た
こ
と
が
な
い
」
。　
ま
た
、　
深
く
豊
か
な

絵
画
に
接
す
る
機
会
に
た
ま
た
ま
恵
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
時
、
そ
れ
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
見
る
日
」
を
「
私
」

が
も
て
な
か
っ
た
―
―
た
と
え
ば
、
「私
の
日
は
節
穴

で
あ
っ
一ど

一́
、・ヽ
つ́
一一一一一一・一一一一一一．．
´́
ヽヽ
）
一
、、
一́
ヽ
ヽ
二
ヽ
・ヽ・、
一
・́^一
・
・．

一一、一一・・・一́
一
´
毛

代
、
社
会
、
文
化
の
中
で
は
、
見
る
こ
こ
〓
‘
きヽ
１
三
ｉ
二
貰
Ｉ

そ
れ
を

「
見
る
目
」
の
質
も
制
約
さ
れ
て
ヽヽ、
る
　
　
一二
二
え

〓
、

「私
」
は
文
化
的
貧
困
の
中
に
生
ま
れ
育

っ
た
‐　
‐
こ
い
う
事
情
．

こ
れ
ら
の
事
情
は
、
「私
」
の
「絵
画
理
解
」
を
浅
く
貧
し
い
も
の
こ

す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
「授
業
理
解
」
と

「絵
画
理
解
」
と
は
ち
が
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
類
比
的
に
考
え
る
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
方
も
あ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「授
業
」
に
つ
い
て
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、

わ
た
く
し
は
、
授
業
は
授
業
者
に
よ
る
創
造
的
活
動
で
あ
り
、
科
学

的
創
造
で
あ
る
と
と
も
に
芸
術
的
創
造
で
も
あ
る
と
考
え
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
ぐ
れ
た
授
業
者
で
あ
っ
た
芦
田
恵
之
助
氏
も
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。

「
入
神
の
技
は
世
の
総
べ
て
の
技
能
の
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ

る
。
（中
略
）
入
神
の
技
は
仕
事
に
は
よ
ら
ぬ
。
下
駄
の
歯
入
、
鋸
の

目
立
、
豆
腐
屋
の
売
子
、
電
車
の
車
掌
、
悉
く
入
神
の
技
の
存
在
す

べ
き
で
あ
る
。
小
学
教
師
の
み
何
故
に
入
神
の
技
の
な
か
ら
う
か
。

た
ゞ
そ
の
技
が
見
せ
物
、
売
り
物
で
は
な
い
が
た
め
に
、
世
評
に
上

ら
な
い
と
い
ふ
ま
で
ゞ
、
入
神
た
る
所
に
差
異
は
な
い
。

余
は
吾
人
が
日
々
教
壇
上
に
立
つ
て
行
ふ
教
授
に
、
入
神
の
技
の

存
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
教
材
に
関
す
る
智
識
、
教
授

に
関
す
る
智
識
の
多
小
以
上
に
、
入
神
の
技
は
存
す
べ
き
で
あ
る
。
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ま
し
て
人
間
を
育
成
す
る
と
い
ふ
に
は
名
彫
家
、
名
画
家
、
名
俳
優

以
上
に
入
神
の
所
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（注
２
）

「授
業
は
芸
術
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
た
斎
藤
喜
博
も
ま
た
こ
ぅ

書
い
て
い
ま
す
。

「教
師
を
ふ
く
め
た
学
級
全
員
で
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ

し
な
が
ら
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
し
い
次
元

へ
と
変
革
し
て
い
く
ょ
う
な

追
求
的
な
創
造
的
な
授
業
は
、
そ
れ
自
体
が
芸
術
的
な
性
格
を
持
っ

て
い
る
」
（注
３
）

絵
画
芸
術
に
つ
い
て
は
、
深
く
豊
か
な

「絵
画
理
解
」
を
自
分
自

″

「 は
制
）
は
林
衆
』
ｒ
セ
和
れ
数
漱
畔
椰
動
』
ュ
¨
り
”
は
、
非
餃

の

「絵
画
理
解
」
が
浅
く
貧
し
い
と
い
ぅ
こ
と
を
自
党
す
る
こ
と
も

一器̈一一自そょ一ｒ榊一̈
』での絵「枠仰けつい」幸に̈一入‐まもは

申罐介いい満反社】と「一計画稀
「じド神』「』ば射げ舜脚悴

が
あ
る
こ
と
を
、
わ
か
ら
ぬ
な
が
ら
も
信
じ
て
お
り
、
そ
し
て
、
た

と
え

「
私
」
の
属
す
る
時
代
、
文
化
、
社
会
に
存
在
す
る
絵
画
が
貧

し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
ぅ
で
な
い
絵
画
‐，―

そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
具
体
的
に
は
知
ら
な
い
と
し
て
も
―
―
を

も
つ
時
代
、
文
化
、
社
会
の
存
在
す
る
こ
と
も
信
じ
て
は
い
る
か
ら

な
の
で
し
ょ
う
。

授
業
の
場
合
に
も
、
右
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
浅
く
貧
し
い

「
授
業
理
解
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
信
さ

れ
て
く
る
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
「私
」
の
「授
業
理
解
」
が
浅
く
貧

し
い
理
解
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
も
確
信
さ
れ
て
く
る
は
ず
で

す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「私
」
が
自
ら
の
「授
業
理
解
」
の
浅
さ
貧

し
さ
を
自
党
す
る
こ
と
は
、
「絵
画
理
解
」
の
場
合
と
く
ら
べ
て
、

た
い
へ
ん
難
し
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
い
ゃ
、
い
ゃ
、

「私
」
の

「授
業
理
解
」
が
浅
く
貧
し
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

ま
す
ま
す
そ
の
こ
と
に
は
気
づ
き
に
く
い
と
い
う
事
情
さ
え
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
「私
」
が
、
「授
業
」
に
芦
田
の
い
う
よ

う
な

「
入
神
の
技
」
が
あ
る
と
も
、
「授
業
は
芸
術
で
あ
る
」
と
も
信

じ
て
い
な
い
と
い
ぅ
事
情
が
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
の
上
、
「私
」
が
出
会
っ
た
こ
と
の
あ
る
授
業
は
す
べ
て

「塗

榊嚇一『】』一一中讐警に書幸一ヽ「見̈力ヽり「中「」」ゆ『̈一螂̈

い
る
時
代
、
社
会
、
文
化
は
貧
し
い
授
業
し
か
も

っ
て
い
な
い
と
し

た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
ｃ

し
か
も
、
こ
う
し
た
諸
事
情
は
、
今
日
、
ま
す
ま
す

一
般
的
に
な

つ
て
き
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
す
。

さ
て
、
で
は
、
仮
に

「
私
」
の

「
授
業
理
解
」
が
浅
く
貧
し
い
と

し
て
、
こ
れ
を
深
く
豊
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
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の
で
し
ょ
ンリ
か
？

で
は
、
「
私
」

の

一‘授
業
理
解
」
を

深
く
豊
か
に
す
る
に
は
Ｐ

そ
れ
は
、
右
に
述
べ
た
諸
事
情
の
真

っ
た
だ
中
に

「
私
」
は
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
ら
を
克
服
し
て
い
く
べ
く
努
力

す
る
こ
と
だ
と
わ
た
く
し
は
考
え
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
「絵
画
理
解
」
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め

て

い
う

必
要
の
全
く
な
い
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
画
家
が
、
絵
を

「
見
る

目
」
を
体
得
し
、
豊
か
な

「
絵
画
理
解
」
を
深
め
る
た
め
に
、
ど
れ

ほ
ど
の
努
力
と
修
業
を
重
ね
る
も
の
で
あ
る
か
を
思
え
ば
、
す
ぐ
わ

か
る
こ
と
で
す
。

授
業
に
お
い
て
右
の
諸
事
情
を
克
服
す
る
道

と

は
、
ま
ず
、
「‐授

業
が
芸
術
的
性
格
を
も
つ
」
こ
と
、
授
業
に

「
入
神
の
技
」
が
あ
る

こ
と
を
信
ず
る
に
到
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た

「
入
神
の
技
」

と
の
出
会
い
を
求
め
る
こ
と
、
「
見
る
目
」
を
豊
か
に
す
べ
く
努

め

る
こ
と
で
す
。

授
業
を

「
見
る
目
」
と
は
、
基
本
的
に
は
、
授
業
を
生
き
て
い
る

教
師
と
子
ど
も
達
と
い
う
人
間
を

「
見
る
日
」
で
あ
り
、
人
間
に
よ

る
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
通
し
て
人
間
の
心
を

「
見
る
日
」
で
す
。
ま

た
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
世
界
を

「
見
る

目
」
で
す
。

ま
た
、
人
間
を

「
見
る
日
」
の
深
さ
豊
か
さ
と
は
、
他
人
を

一
見

る
目
」
の
み
で
な
く
、
「
私
」
自
身
を

「
見
る
目
」
の
深
さ
豊
か
さ
で

も
あ
り
ま
す
。

「自
分
の
事
は
わ
か
ら
な
い
が
、
子
供
の
こ
と
は
見
え
る
と

い
ふ

法
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（注
４
）

人
間
を
見
る
日
の
豊
か
さ
と
深
さ
は
、
そ
う
し
た
見
る
目
を
も

つ

人
間
自
身
の
豊
か
さ
と
深
さ
で
も
あ
り
ま
す
。
逆
に
い
え
ば
、
見
る

者
の
人
間
的
な
貧
し
さ
浅
さ
が
、
「
見
る
目
」
の
貧
し
さ
浅

さ
を
生

む
の
で
す
。　
し
か
も
、
「
私
」
の
人
間
的
な
貧
し
さ
浅
さ
に
、　
そ
の

貧
し
く
浅
い

「
私
」
自
身
が
気
づ
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
無
自
党
が
、
授
業
を
見
る
日
の
貧
し
さ
を
生
む
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
「私
」
自
身
の
人
間
的
豊
か
さ
を
形
成
す
る
こ
と
が
、

授
業
を

「
見
る
日
」
を
体
得
す
る
た
め
に
も
、
授
業
実
践
と
授
業
研

究
に
お
い
て
、
そ
の
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な

っ
て
き
ま
す
ｃ

と
こ
ろ
で
、
も
し
だ
れ
か
が
、
塗
り
絵
と
神
品
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に

使
わ
れ
て
い
る
絵
具
の
質
や
量
、
あ
る
い
は
絵
の
寸
法
で
見
分
け
よ

う
と
し
た
と
し
た
ら
、
す
べ
て
の
人
が
直
ち
に
そ
の
愚
か
し
さ
に
気

づ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
絵
具
の
質
や
分
量
、
絵
の
寸
法
を
無
視
し
て

良
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
自
体
、
正
確
に
、

客
観
的
科
学
的
に
知
る
こ
と
も
、
絵
画
を
専
門
的
に
研
究
す
る
上
で

も
ち
ろ
ん
意
味
が
あ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
た
だ
、
そ
う
い
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っ
た
こ
と
を
そ
れ
だ
け
い
く
ら
精
密
に
調
べ
て
み
て
も
、
塗
り
絵
と

神
品
を
見
分
け
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
改
め
て

試
み
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
だ
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

自
然
科
学
主
義
的
客
観
主
義
（注
５
）
に
も
と
づ
く
授
業
研
究
に
お

い
て
は
、
か
つ
て
、
た
と
え
ば
、
教
師
と
子
ど
も
達

の
授
業

で
の

「沈
黙
」
や
さ
ま
ざ
ま
な

「
発
言
」
の
数
や
時
間
、
系
列
パ
タ
ー
ン

を
と
ら
え
る
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ｏま
た
、

そ
こ
か
ら
授
業
理
論
を
構
成
し
て
い
こ
う
と
目
ざ
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
試
み
は
、　
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
い

わ
ゆ
る

「
科
学
的
」
に
見
え
る
た
め
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貧
し
い
授

業
と
豊
か
な
授
業
と
を
見
分
け
よ
う
と
す
る
試
み
自
体
が
も
つ
愚
か

し
さ
も
、
す
ぐ
に
は
気
ゃつ
か
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ｏ

も
し

「私
」
が
、
そ
う
し
た
試
み
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
授
業
理
論

だ
け
に
も
と
づ
い
て
も
ろ
も
ろ
の
授
業
を
見
よ
う
と
し
た
と
す
れ

ば
、
「私
」
の
授
業
を

「
見
る
目
」
は
、
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
る
ば
か

り
だ
と
、
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
「私
」
が
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
私
」

の

「見
る
目
」
を
さ
ら
に
貧
し
く
す
る
よ
う
な
授
業
理
論
で
も
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、
い
ま

「私
」
が
生
き
て
い
る
時
代
、
社
会
、
文
化
は
、

「授
業
」
に
限

っ
て
い
え
ば
、　
一
般
に
、
決
し
て
豊
か
で
も
深
く
も

な
く
、
む
し
ろ
、
貧
し
く
浅
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
よ
う
ｏ

と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
を
直
視
す
る
勇
気
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
し

ょ
う
。
そ
う
し
た
時
代
、
社
会
、
文
化
で
、
日
常
的
に
通
用
し
て
い

る

「常
識
」
や

「自
明
性
」
を
た
だ
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
る

の
で
は
、
そ
れ
ら
か
ら
、
無
自
党
の
う
ち
に
制
約
を
受
け
て
し
ま
う

こ
と
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
か
ら
生
ず
る

「
見
る
日
」
の
貧
し

さ
も
ま
た
到
底
克
服
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
よ
う
。
時
に
は
、

詮
愛
卜
卸
詭
軌
誌
劉】♂
畷
罐
♂
ど̈

識
」
や

「自
明
性
」
を
吟
味
し
、
と
き
に
は
否
定
し
克
服
し
、
さ
ら

に導欧細い経費畔型螂めへ費碑Ж餞⇔磁げ時畔呻嚇一型畔刺

こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

一
授
業
の
事
実
こ
そ
を
大
切
に
」
と

「
授
業
の
手
実
の
意
味
を
大
切
に
」
と

の要
ル
延
晰
」詭
罐
鋪
聾
蹴めには、「異
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そ
れ
は
、
∵
２
二
ヽ
も
な
く
確
か
に
そ
の
通
り
で
し

ょ
う
３
授
業

の
事
実
に
も
と
づ
か
な
い
安
楽
椅
子
で
の
思
弁
だ
け
で
は
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
。

し
か
し
、
そ
こ
で
直
ち
に
問
題
と
な

っ
て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
「授
業
の
事
実
」
を
大
切
に
せ
よ
と
い
う
だ
け

で
果

た

し
て
十
分
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
し
、
「
授
業
の
事
実
」
の
蓄
積
だ
け
で
十
分
な
ら
、
ベ
テ
ラ
ン

教
師
の

「授
業
理
解
」
は
、
そ
う
で
な
い
人
々
の

「授
業
理
解
」
よ

り
も
必
ず
深
く
豊
か
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
す
が
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
知

っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
「授
業
の
事
実
」
を
大
切
に
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で

あ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
？

た
と
え
ば
、
あ
る
授
業
で
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
、
先
生
に
質
問
さ

れ
て
も
何
も
答
え
ず
に
じ
っ
と
沈
黙
し
続
け
て
い
た
と
し
ま
す
ｃ
と

き
お
り
見
か
け
る
こ
と
の
あ
る
、
ひ
と
つ
の
「授
業
の
事
実
」
で
す
。

そ
の
子
ど
も
が

「
沈
黙
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
、
そ
の
時
点
で

事
実
と
し
て
大
切
に
す
る
こ
と
は
、
授
業
実
践

・
研
究
に
お
い
て
極

め
て
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
ス
ト
ッ
プ

・
ウ
オ
ッ
チ
で
、
何
秒
間
の
沈
黙
で
あ

っ
た

か
を
測
定
す
る
こ
と
も
全
く
無
駄
と
は
い
え
な
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
す
。
授
業
理
解
を
豊
か

に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
事
実
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て
い

る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
方
が
さ
ら
に

一
層
重
要
だ
と
、
私
に

は
者
・た
ら
れ
矛
）こ
で
■
ｏ

た
と
え
ば
、
教
師
の
そ
の
問
い
は
授
業
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
区

か
ら
発
せ
ら
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
教
材
理
解
、
子
ど

も
理
解
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
の
か
。
子
ど
も
は
そ
の
問
い
を
ど

う
理
解
し
て
い
る
の
か
。
教
師
は
他
の
子
で
は
な
く
、
な
ぜ
そ
の
子

に
質
問
し
た
の
か
。
そ
の
教
師
に
と
っ
て
そ
の
子
ど
も
は
ど
の
よ
う

な
子
ど
も
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
子
ど
も
に
と
っ
て
そ
の
教

師
は
ど
の
よ
う
な
教
師
で
あ
る
の
か
。
そ
の
子
と
他
の
子
ど
も
達
と

は
互
い
に
ど
う
見
え
て
い
る
の
か
。
そ
の
子
は
、
こ
れ
ま
で
、
教
師

の
問
い
に
ど
う
応
え
て
き
た
の
か
な
ど
、
な
ど
に
つ
い
て
、
可
能
な

限
り
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
そ
の
状
況
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
何

な
の
か
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
そ
の

「沈
黙
し
て
い
る
」
と
い
う
事

実
の
意
味
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

「沈
黙
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
は
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
な
す

べ
て
の
事
柄
が
集
約
さ
れ
て
現
わ
れ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
事
柄
を
確
か
め
る
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
「私
」
た
ち
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、　
そ
う
い
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の

「
理
解
」
あ
る
い
は

「前
理
解
」
を

も
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
沈
黙

の
意
味
を
そ
の
場
で
感
じ
と
り
、
「読
み
と
っ
て
」
い
る
も

の
な

の

で
す
。

可
能
な
意
味
は
数
限
り
な
く
あ
り
ま
す
。
そ
の
い
く
つ
か
を
見
出

し
風
に
挙
げ
て
み
ま
す
と
―
―
、
答
え
が
わ
か
ら
な
い
。
問
い
を
聞
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い
て
い
な
か
っ
た

。
日
が
き
け
な
い
。
深
く
考
え
て
い
る

。
教
師

ヘ

の
反
抗
心
を
表
わ
し
て
い
る

。
教
師
を
試
し
て
い
る

。
教
師
を
無
視

し
て
い
る
な
ど
、
な
ど
で
す
（注
６
）ｃ

こ
こ
で
、
そ
の
教
師
が

「
沈
黙
」
の
事
実
の
意
味
を
ど
う
と
ら
え

る
か
に
よ
っ
て
、
子
ど
も

へ
の
対
応
も
全
‘
、異
な
っ
て
く
る
で
し
ょ

う
。
授
業
と
は
、
そ
う
し
た
こ
と
が
時
々
刻
々
変
化
し
つ
つ
流
れ
て

い
く
営
み
の
世
界
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
意
味
を
感
じ
と

る
力
、
「
見
る
力
」
が
、
長
い
授
業
体
験
の
歴
史
の
中

で
―
―
時

に

は
誤
り
を
犯
し
な
が
ら
も
―
―
次
第
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
と
き
、
そ

れ
が
深
く
豊
か
な

「授
業
理
解
」
を
形
成
し
て
い
く
も
の
と
考
え
ら

れ
る
の
で
す
。
あ
る
授
業
の
事
実
の
意
味
に
対
す
る
洞
察
は
、
つ
ぎ

の
授
業
に
お
け
る
事
実
の
意
味
に
対
す
る
洞
察
を
導
く
だ
け
で
な

く
、
授
業
の
質
そ
の
も
の
を
も
変
化
さ
せ
ま
す
。

あ
る
研
修
会
で
、　
一
人
の
若
い
先
生
が
自
ら
失
敗
例
と
し
て
発
表

し
た

「実
践
」
報
告
に
つ
い
て
、
武
田
常
夫
氏
は
書
い
て
い
ま
す
。

「
た
し
か
に
こ
の
話
を
聞
く
と
、
こ
の
授
業
は
失
敗
だ
っ
た
と
私

も
思
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
発
表
に
は
、
失
敗
の
事
実
は
語
ら
れ
て

い
た
け
れ
ど
、
失
敗
の
意
味
は
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
―■
私
は

思
う
。
そ
し
て
教
師
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
失
敗
の
意
味
を
明

確
に
と
ら
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
同
じ
よ

う
な
失
敗
を
繰
り
返
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（注
７
）

授
業
の
事
実
の
意
味
の
重
要
性
、
こ
れ
こ
そ
が
、
す
ぐ
れ
た
授
業

実
践
者
の
多
く
が
、
文
学
か
ら
そ
の
授
業
実
践
と
授
業
理
解

へ
の
糧

を
得
て
き
た
ひ
と
つ
の
理
由
な
の
だ
、
そ
う
わ
た
く

し
は
考

え
ま

すヽ
。人

間
と
人
間
に
よ
り
営
ま
れ
る

「授
業
の
世
界
」
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
無
意
味
な
事
実
の
集
合
で
は
な
く
、
無
限
の
意
味
を
秘

め
た
、
ま
こ
と
に
豊
か
な
世
界
な
の
で
す
。

（注
１
）
以
下
は
、
編
集
部
の
御
要
望
に
よ
り
、
吉
田
章
宏
編
著

『授
業
』
（朝
倉

書
店
、　
一
九
八
三
年
）
の
序
章
の
内
容
を
下
敷
に
し
て
書
く
も
の
で
す
。

（
注
２
）

声
田
恵
之
助
著

『綴
り
方
教
授
法
、級
り
方
教
授
に
関
す
る
教
師
の
修
養
』

（
上
川
大
学
出
版
部
、　
一
九
七
二
年
）
二
二
〇
え
二
三

一
ペ
ー
ジ
。

（
注
３
）

斎
藤
喜
博
著

『授
業
―
―
子
ど
も
を
変
革
す
る
も
の
』
（
国
土
社
、
一
九
六

二
年
）

一
七

一
ベ
ー
ジ
。

（
注
４
）

声
Ｈ
志
之
助
著

『教
式
と
教
壇
、
綴
り
方
教
授
』
（
明
治
図
書
、
一
九
七
三

年
）
九
円
を
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
注
５
）

ン」
う
し
た
立
場
の
本
質
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
Ａ

・
ジ
オ
ル
ジ
著
、

早
坂
泰
次
郎
監
訳

『現
象
学
的
心
理
学
の
系
譜
』
（勁
草
書
房
、　
一
九

八

一

年
）
を
ご
覧
下
さ
い
。

（
注
６
）

こ
う
し
た
可
能
な
意
味
の
三
、
四
十
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
挙
げ
ら
れ
る
よ
う

で
な
い
と
し
た
ら
、
「私
」
は
、　
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
、　
現
在
の
と
こ
ろ
貧

し
い

「授
業
理
解
」
の
持
主
で
あ
る
こ
と
を
自
党
せ
ぎ
る
を
得
な
い
で
し

＾

（
注
７
）

武
〓
●
六

「ま
『
つ
薇
行

こ
こ
こ
ら
一、
３

．一Ｔ

）
の
前
掲
書
、
第
八
章
、

一
几
ニ
ベ
　
メ
。
愕
三
引
「
■
。
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