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学
習
課
題
明
示
方
式
に
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る

講
義
改
善
の
試
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さ
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わ
た
し
は
教
育
心
理
学
を
専
攻
し
、
授
業
で
は
「
発
達
と
学
習
の

原
理
」
、
「
学
習
指
導
の
過
程
」
と
い
う
二
つ
の
二
単
位
科
目
を
主
に

担
当
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
教
職
専
門
科
目
で
あ
る
。
前
者
は
実
証

的
資
料
に
基
づ
い
て
、
適
切
な
児
童
生
徒
観
、
学
習
観
の
形
成
を
図

る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
実
践
的
、
実
証
的
資
料
を
用
い
て
、
学
習

指
導
の
方
法
の
習
得
と
そ
の
背
景
に
あ
る
理
念
の
理
解
を
図
る
も
の

で
あ
る
。
受
講
生
は
も
ち
ろ
ん
教
職
を
目
指
す
者
た
ち
で
あ
る
。
近

年
の
採
用
数
の
減
少
に
伴
い
、
受
講
生
が
多
少
減
っ
て
は
き
た
が
、

杉
江
修
治

　
　
　
（
中
京
大
学
・
教
養
部
）

教
職
へ
の
意
欲
の
伝
わ
る
感
じ
は
、
十
年
ほ
ど
前
に
赴
任
し
た
頃
に

比
べ
て
か
え
っ
て
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
に
は
、
学
生
の
意
欲
が
習
得
に
十
分
反
映
さ

れ
て
い
か
な
い
と
い
う
年
来
の
悩
み
が
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
一
向

に
好
転
せ
ず
、
わ
た
し
自
身
、
正
直
言
っ
て
学
生
に
不
満
を
感
じ
、

無
力
感
に
と
ら
わ
れ
、
指
導
へ
の
意
欲
を
ど
う
持
続
す
る
か
と
折
々

考
え
る
よ
う
に
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
学
生
の
評
判
で
は
、
わ
た
し
の
授
業
は
分
か
り
や
す
い
と
い
う
。

授
業
へ
の
出
席
率
も
悪
い
訳
で
は
な
い
。
受
講
態
度
も
、
私
語
、
居

眠
り
な
ど
は
問
題
と
な
る
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
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中
で
、
教
師
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
は
ぜ
ひ
理
解
し
て
ほ
し
い
事
柄

を
講
義
す
る
。
学
校
現
場
を
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
き
た
わ
た

し
に
は
、
個
々
の
教
師
の
実
践
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
、
細

か
い
教
育
心
理
学
的
な
知
識
は
採
用
試
験
に
は
必
要
と
い
う
こ
と
で

基
本
事
項
は
お
さ
え
つ
つ
も
、
む
し
ろ
児
童
観
、
青
年
観
、
学
習
観
、

指
導
観
な
ど
に
つ
い
て
、
胸
に
す
と
ん
と
落
ち
る
よ
う
な
理
解
を
し

て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
学
生
が
ど
れ
ほ
ど
学
ん
だ
か

を
調
べ
る
と
、
た
と
え
ば
一
九
九
一
年
の
体
育
学
部
の
後
期
試
験
の

結
果
は
表
1
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
平
均
点
を
求
め
る
と
六
三
・
三

点
、
標
準
偏
差
は
二
四
・
五
三
で
あ
っ
た
。

　
採
点
基
準
は
さ
ほ
ど
高
く
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は

す
ぎ
え
・
し
ゅ
う
じ
●
一
九
四
八

年
、
愛
知
県
生
ま
れ
●
専
攻
は
教

育
心
理
学
●
著
書
に
『
教
職
を
め

ざ
す
君
へ
』
　
（
共
編
、
福
村
出

版
）
　
『
誰
の
た
め
の
高
校
』
　
（
共

編
、
合
同
出
版
）
な
ど
●
小
人
数

の
ク
ラ
ス
で
は
、
グ
ル
ー
プ
学
習

や
マ
イ
ク
ロ
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
な
ど

を
積
極
的
に
試
み
は
じ
め
た
。
学

習
者
の
「
参
加
」
を
促
す
そ
れ
ら
の
授
業
の
手
ご
た
え
は
「
課
題
明
示
方
式
」
と
同

様
確
か
な
も
の
が
あ
る
。
大
学
の
授
業
改
善
に
あ
た
っ
て
、
小
・
中
学
校
で
の
授
業

改
善
の
研
究
成
果
は
そ
の
ま
ま
使
え
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
、
自
ら
実
践
し

学
生
の
変
化
を
観
察
す
る
中
で
実
感
し
た
。

決
し
て
意
地
の
悪
い
教

師
で
は
な
い
。
事
項
の

丸
暗
記
で
答
え
ら
れ
る

よ
う
な
問
題
は
出
さ
な

い
が
、
授
業
で
話
し
た

事
柄
か
ら
必
ず
出
し
て

い
る
。
問
題
文
は
誤
読

を
し
な
い
よ
う
に
配
慮

し
て
い
る
つ
も
り
で
あ

る
。
わ
た
し
の
考
え
通

り
で
な
く
て
は
マ
ル
を

1991年度試験結果表1

人数（％）数点

31（17．5）

29（16．4）

25（14．1）

24（13．6）

22（12．4）

46（26．0）

90～100

80～89

70～79

60～69

50～59

50未満

177（100．0）合計

つ
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
狭
量
で
も
な
い
。
全
員
が
合
格
し
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
教
師
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
は
八
割
は
正
解
し
て
ほ
し
い
。
そ
こ

に
到
達
し
て
い
る
者
は
三
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
テ
ス
ト
か
ら
の
情
報

は
教
育
の
適
切
性
も
知
ら
せ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
わ
た
し

の
指
導
へ
の
警
報
で
あ
る
。

　
単
純
な
輪
切
り
に
よ
る
習
熟
度
別
学
習
指
導
法
を
無
批
判
に
よ
い

こ
と
だ
と
解
答
す
る
者
の
数
が
多
い
。
早
教
育
の
意
義
を
問
え
ば
、

個
人
の
可
能
性
を
伸
ば
す
の
で
よ
い
こ
と
だ
と
一
面
の
み
を
と
ら
え

て
答
え
る
者
の
数
が
多
い
。
一
人
一
人
を
生
か
す
授
業
形
態
イ
コ
ー

一5一



ル
個
別
指
導
と
短
絡
的
に
考
え
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
者
が
少
な

い
。
個
人
的
な
経
験
で
は
見
逃
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
実
践
上
の
重

要
な
問
題
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
「
わ
た
し
が
話
し
た
」
効
果
が
あ

ま
り
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
学
習
前
の
、
体
験
の
み
に
基
づ
く

考
え
方
が
そ
の
ま
ま
変
わ
ら
な
い
の
で
は
、
教
職
に
送
り
出
す
訳
に

は
い
か
な
い
。

　
学
生
の
学
習
技
能
、
学
習
態
度
な
ど
に
は
い
ろ
い
ろ
不
十
分
な
と

こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
受
験
指
導
の
中
で
、
考
え
る
よ
り
は
暗
記
を
重
視

さ
せ
ら
れ
て
き
た
彼
ら
に
は
、
　
「
O
O
観
」
の
よ
う
な
、
正
答
を
単

語
で
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
項
の
学
習
は
苦
手
な
の
だ
ろ
う
。
わ

た
し
の
授
業
は
具
体
例
を
で
き
る
だ
け
引
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
こ
は
体
験
的
に
理
解
で
き
て
も
、
そ
れ
ら
の
事
例
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
一
般
的
な
事
柄
、
考
え
方
に
な
る
と
思
考
が
停
止
し
て
し

ま
う
者
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
分
か
る
と
こ
ろ

だ
け
聞
い
て
、
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
は
取
り
あ
え
ず
丸
暗
記
を
す
る
。

少
し
理
論
的
な
話
が
続
く
と
、
目
の
前
を
回
り
灯
籠
が
ゆ
き
す
ぎ
る

よ
う
に
、
右
か
ら
左
へ
話
題
が
た
だ
通
り
過
ぎ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
よ
う
な
学
生
へ
の
配
慮
が
わ
た
し
に
欠
け
て
い
た
こ
と
は
認

め
ざ
る
を
得
な
い
。
話
題
に
工
夫
を
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
所
詮

「
教
え
る
」
授
業
で
あ
り
、
学
習
を
「
援
助
」
す
る
授
業
、
学
習
者

が
主
役
で
教
員
は
脇
役
と
い
う
、
学
習
指
導
の
本
来
の
形
を
実
現
す

る
こ
と
か
ら
は
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。
忙
し
さ
を
口
実
に
し
、
ま
た
、

表
面
的
な
好
評
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
き
た
こ
と
を
反
省
し
よ
う
と
思

っ
た
。

　
全
く
新
し
い
事
柄
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
多
少
な
り
と
も
関

連
す
る
既
得
知
識
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
活
性
化
し
、
動
員
し
て
新
し

い
事
柄
と
結
び
つ
け
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
教
員
は
そ
れ
ぞ

れ
の
担
当
す
る
教
科
の
専
門
家
で
あ
る
の
で
、
学
生
に
と
っ
て
は
全

く
の
初
体
験
で
あ
る
よ
う
な
事
態
に
対
す
る
感
受
性
が
鈍
い
。
学
生

は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
ん
な
こ
と
を
と
思
う
よ
う
な
こ
と
で
も
初
め
て

知
っ
た
と
言
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
　
「
周
知
の
ご
と
く
」
な
ど

と
い
う
表
現
は
な
か
な
か
使
え
る
も
の
で
は
な
い
。
既
得
知
識
の
な

い
と
こ
ろ
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
奇
な
情
報
を
与
え
、
丸
暗
記
か
、
さ
も

な
け
れ
ば
あ
き
ら
め
の
学
習
態
度
を
つ
く
る
手
助
け
を
し
続
け
て
き

た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
え
る
。

　
わ
た
し
は
、
自
身
の
授
業
改
善
の
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
学
習
者

の
既
得
知
識
を
ど
う
活
性
化
す
る
か
に
置
こ
う
と
考
え
た
。
関
連
す

る
既
得
知
識
が
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、
新
し
い
講
義
に
入
る
前

に
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
に
な
る
知
識
を
与
え
よ
う
と

考
え
た
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
話
を
聞
く
の
か
、
そ
れ
が
分
か
っ
て
い

れ
ば
既
得
知
識
を
あ
ら
か
じ
め
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
聞
く
構

え
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
講
演
な
ど
を
聞
く
時
に
、
話
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題
の
大
枠
や
、
ど
ん
な
こ
と
を
話
し
そ
う
な
講
師
な
の
か
と
い
っ
た

こ
と
が
前
も
っ
て
分
か
っ
て
い
た
方
が
内
容
を
よ
く
理
解
で
き
る
の

と
同
じ
原
理
で
あ
る
。
ま
た
、
丸
暗
記
は
、
別
の
見
方
を
す
れ
ば
受

身
的
な
学
習
で
あ
る
。
既
得
知
識
を
活
性
化
し
、
そ
れ
を
新
し
い
事

項
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
理
解
学
習
を
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
学
習
が
能
動
的
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。

既
得
知
識
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
は
、
積
極
的
な
学
習
態
度
、
学
習

技
能
の
形
成
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
既
得
知
識
の
活
性
化
の
た
め
の
方
法
と
し
て
参
考
に
な
っ
た
の
は
、

小
・
中
・
高
校
で
実
践
さ
れ
て
い
る
バ
ズ
学
習
と
い
う
指
導
論
の
ア

イ
デ
ア
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
教
科
学
習
で
「
単
元
見
通
し
」
と
い
う

指
導
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
次
の
よ
う
な
流

れ
で
あ
る
。

　
ω
　
学
習
単
元
を
単
位
と
し
て
、
指
導
計
画
を
立
て
る
。
一
つ
の

ま
と
ま
り
を
も
っ
た
内
容
を
系
統
的
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ど

の
よ
う
な
事
項
を
ど
の
よ
う
な
順
序
で
示
し
て
い
く
の
が
よ
い
か
と

い
う
観
点
で
計
画
を
す
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
生
徒
に
習
得
さ
せ
た
い
一
連
の
事
項
を
そ
れ
ぞ
れ
「
学
習
課

題
」
の
形
に
す
る
。
教
師
が
生
徒
に
習
得
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る

事
項
は
「
指
導
目
標
」
と
呼
ば
れ
る
。
学
習
は
生
徒
が
す
る
こ
と
で

あ
る
の
で
、
指
導
目
標
は
生
徒
に
理
解
さ
れ
る
形
の
「
学
習
目
標
」

に
翻
案
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
　
「
学
習
課
題
」
は
、
学
習
目
標
を
さ

ら
に
具
体
化
し
、
生
徒
に
把
握
し
や
す
く
し
た
形
の
も
の
を
い
う
。

例
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
指
導
目
標
」
　
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
立
地
条
件
を
理
解
さ
せ
る
。

　
「
学
習
目
標
」
　
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
立
地
条
件
を
理
解
す
る
。

　
「
学
習
課
題
」
　
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
立
地
条
件
に
は
ど
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
事
柄
が
あ
る
か
、
ク
ラ
ス
に
発
表
で
き
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
な
さ
い
。

　
何
を
学
習
す
る
の
か
が
学
習
者
自
身
に
明
確
で
な
く
て
は
、
学
習

活
動
は
方
向
づ
け
ら
れ
な
い
。
明
確
化
を
徹
底
さ
せ
た
形
が
「
学
習

課
題
」
で
あ
る
。
課
題
は
T
A
S
K
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
「
仕

事
」
で
あ
る
。
ど
う
な
れ
ば
学
習
者
は
仕
事
を
し
た
こ
と
に
な
る
の

か
、
ゴ
ー
ル
を
彼
ら
に
分
か
り
や
す
く
示
し
た
の
が
学
習
課
題
で
あ

る
。

　
⑬
　
単
元
第
一
時
に
学
習
課
題
を
単
元
単
位
で
学
習
者
に
明
示
し
、

学
習
の
手
順
と
合
わ
せ
て
解
説
を
す
る
。
こ
の
手
続
き
に
よ
り
、
学

習
者
は
ひ
と
ま
と
ま
り
の
内
容
の
学
習
の
鳥
鰍
図
を
得
る
こ
と
に
な

り
、
個
々
の
学
習
課
題
は
ほ
か
の
学
習
課
題
と
関
連
づ
け
て
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
学
習
す
べ
き
事
柄
の
ど
れ
ほ
ど
を
習
得

一7一



し
て
い
る
か
を
自
身
に
問
う
と
い
う
セ
ル
フ
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
も
容

易
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
学
習
事
項
の
概
要
が
分
か
る
こ
と
は
既
得
知

識
の
活
性
化
に
役
立
つ
。
こ
の
解
説
の
際
に
、
そ
の
学
習
事
項
の
意

義
を
合
わ
せ
て
理
解
さ
せ
れ
ば
、
学
習
へ
の
意
欲
づ
け
を
高
め
る
こ

と
も
で
き
る
。

　
㈲
　
第
二
時
以
降
の
授
業
は
、
当
該
時
の
学
習
課
題
の
明
示
で
始

ま
る
。
指
導
形
態
は
一
斉
指
導
で
あ
る
が
、
一
方
向
的
な
講
義
だ
け

で
は
な
く
、
生
徒
と
教
師
、
生
徒
同
士
の
相
互
作
用
を
多
用
す
る
。

す
な
わ
ち
、
学
習
者
の
学
習
へ
の
主
体
的
な
参
加
を
促
す
工
夫
を
す

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
指
導
過
程
で
は
協
同
的
、
許
容
的
雰
囲
気
を

一
貫
さ
せ
、
教
師
や
仲
間
と
の
信
頼
関
係
に
基
づ
く
意
欲
づ
け
に
心

が
け
る
。

　
㈲
　
毎
時
の
授
業
や
単
元
終
了
時
に
は
、
様
々
な
評
価
を
無
理
の

な
い
形
で
導
入
す
る
。
テ
ス
ト
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
評
価
は
、
教

師
に
は
授
業
の
適
切
性
の
情
報
を
提
供
し
、
学
習
者
に
は
学
習
を
確

認
し
、
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
補
う
た
め
の
学
習
の
方
向
づ
け
の
情
報

を
提
供
す
る
。
生
徒
自
身
の
自
己
評
価
や
、
折
に
ふ
れ
自
己
評
価
結

果
を
教
師
や
他
の
生
徒
か
ら
の
評
価
と
突
き
合
わ
せ
る
作
業
を
入
れ

る
こ
と
で
、
自
己
評
価
能
力
の
育
成
を
図
る
と
い
う
工
夫
も
な
さ
れ

る
。

わ
た
し
の
試
み
た
授
業
の
実
際

　
こ
こ
で
は
、
バ
ズ
学
習
の
「
単
元
見
通
し
方
式
」
の
モ
デ
ル
に
ヒ

ン
ト
を
得
た
、
一
九
九
二
年
度
の
「
学
習
指
導
の
過
程
」
半
期
二
単

位
、
体
育
学
部
三
年
生
へ
の
授
業
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。
受
講
生

は
一
ク
ラ
ス
百
人
程
度
で
あ
る
。
こ
の
科
目
は
ニ
ク
ラ
ス
担
当
し
た
。

　
　
　
　
　
授
業
に
入
る
前
に
、
先
ず
半
期
二
単
位
分
の
学
習
課
題

準
備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
　
　
　
　
の
設
定
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
　
と
り
か
か
る
前
は
、

果
た
し
て
指
導
し
よ
う
と
思
う
内
容
を
す
べ
て
「
学
習
課
題
」
の
形

で
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

ま
で
の
明
確
化
が
で
き
な
い
な
ら
ば
授
業
も
で
き
な
い
は
ず
だ
と
自

身
に
圧
力
を
か
け
て
と
り
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
課
題
は
、
教
師
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
ぜ
ひ
身
に
つ
け
て
ほ
し
い

事
項
と
、
学
習
指
導
の
問
題
を
系
統
的
に
理
解
す
る
の
に
必
要
で
あ

り
、
採
用
試
験
の
た
め
の
学
習
の
核
に
な
る
事
項
の
二
つ
の
水
準
に

分
け
た
。
受
講
者
に
は
、
前
者
を
「
主
課
題
」
、
後
者
を
「
従
課
題
」

と
呼
ん
で
示
す
こ
と
に
し
た
。
結
果
、
　
「
主
課
題
」
は
二
九
、
　
「
従

課
題
」
は
二
三
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
を
、
系
統
的
な

習
得
に
効
果
的
と
思
う
順
序
で
配
列
し
、
各
時
問
に
割
り
振
っ
た
。

　
　
　
　
　
第
一
時
は
、
こ
の
科
目
で
何
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
か
、

　
第
一
時

　
　
　
　
　
そ
の
全
体
像
を
示
し
、
受
講
生
に
把
握
さ
せ
る
。
こ
こ
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で
の
彼
ら
の
仕
事
は
、

こ
と
で
あ
る
。

次
の
学
習
課
題
に
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

「
学
習
指
導
の
過
程
」
で
学
ぶ
内
容
を
項
目
に
分
け
て
整
理

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
教
育
実
践
と
ど
の
よ
う
な
結
び
つ

き
を
持
つ
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
授
業
は
、
わ
た
し
の
講
義
で
す
す
め
る
。
講
義
内
容
の
柱
を
数
項

目
に
分
け
て
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
は
、
ど
ん
な
内
容
を
学
ぶ

か
、
そ
れ
が
実
践
と
ど
う
係
わ
る
か
を
大
ま
か
に
説
明
す
る
。

　
ま
た
、
こ
の
授
業
は
、
特
定
場
面
で
の
特
定
の
生
徒
へ
の
対
処
の

仕
方
の
よ
う
な
ハ
ウ
・
ツ
ー
で
は
な
く
、
対
処
の
仕
方
を
教
師
自
身

が
つ
く
り
だ
す
際
の
背
景
と
な
る
原
理
を
学
ぶ
の
だ
と
い
う
よ
う
な
、

学
問
の
性
格
も
伝
え
、
適
切
な
学
習
の
構
え
づ
く
り
を
図
る
。

　
な
お
、
受
講
生
に
は
、
本
時
の
学
習
課
題
の
答
を
自
ら
ま
と
め
て
、

次
時
に
提
出
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
始
め
に
伝
え
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
時
以
降
の
授
業
は
、
概
ね
つ
ぎ
の
よ
う
な

第
二
時
以
降
の

　
　
　
　
　
　
　
　
手
順
で
進
め
ら
れ
る
。

授
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
学
習
課
題
を
板
書
す
る
。
　
「
学
力
と
創

造
性
」
を
扱
っ
た
時
問
を
例
に
と
れ
ば
、
左
の
よ
う
な
課
題
を
示
す

の
で
あ
る
。

〈
主
課
題
〉

ω
学
力
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
を
知
り
、
保
健
体
育
い

　
う
教
科
を
通
し
て
生
徒
に
ど
の
よ
う
な
学
力
を
身
に
つ
け

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
意
見
を
言
え
る
よ
う
に
す
る

　
（
P
＊
）
。

⑰
学
業
不
振
の
原
因
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
一
般
的
な
対

　
応
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
P
＊
）
。

⑥
創
造
性
を
育
て
る
教
育
の
基
礎
条
件
が
分
か
る
（
P
＊
）
。

〈
従
課
題
〉

①
標
準
学
力
テ
ス
ト
と
教
師
作
成
テ
ス
ト
の
違
い
と
、
そ
れ

　
ぞ
れ
の
目
的
に
合
っ
た
活
用
法
が
分
か
る
（
P
＊
）
。

⑭
オ
ー
バ
ー
・
ア
チ
ー
バ
ー
と
ア
ン
ダ
ー
・
ア
チ
ー
バ
ー
の

　
定
義
と
、
そ
の
指
導
上
の
意
味
が
分
か
る
（
P
＊
）
。

⑥
「
創
造
性
」
の
意
味
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
（
P
＊
）
。

⑥
「
創
造
性
」
と
「
知
能
」
、
「
学
力
」
と
の
関
係
が
分
か
る

　
（
P
＊
）
。

板
書
を
学
生
が
書
き
終
え
る
の
を
待
つ
。
九
割
ほ
ど
が
書
き
終
え

る
ま
で
待
つ
。
学
生
が
ノ
ー
ト
を
と
る
時
問
を
待
つ
の
は
じ
れ
っ
た

い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
運
び
は
遅
く
と
も
脇
目
も
振
ら
ず
に
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書
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
置
い
た
ま
ま
に
し
て
授
業
を
始

め
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
授
業
開
始
早
々
に
落
ち
こ
ぼ
し
を
作
る
こ

と
に
な
る
。
一
方
、
書
く
こ
と
の
速
い
学
生
も
い
る
。
待
て
ば
彼
ら

が
ざ
わ
め
き
だ
す
の
が
気
に
か
か
る
。
そ
こ
で
、
速
く
書
け
た
者
に

は
課
題
に
ふ
れ
た
記
述
の
あ
る
教
科
書
の
所
定
の
ぺ
ー
ジ
を
自
習
す

る
よ
う
に
指
示
す
る
。
板
書
の
課
題
の
後
ろ
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
け
た
ぺ

ー
ジ
数
は
、
そ
の
課
題
に
関
す
る
内
容
が
書
い
て
あ
る
箇
所
で
あ
る

の
で
、
自
習
の
手
が
か
り
に
な
る
。
実
際
に
自
習
す
る
で
あ
ろ
う
か

と
い
う
心
配
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
当
該
時
問
の
学
習
内

容
を
明
示
し
、
さ
ら
に
自
習
を
明
確
に
指
示
す
れ
ば
、
私
語
で
う
る

さ
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　
「
黒
板
に
示
し
た
課
題
す
べ
て
に
、
今
答
え
る
こ
と
は
で
き
る
か

な
？
お
そ
ら
く
で
き
な
い
と
思
う
。
そ
れ
ぞ
れ
、
教
師
に
な
ろ
う
と

い
う
者
に
と
っ
て
は
大
切
な
事
項
だ
。
皆
の
こ
の
時
間
の
『
仕
事
』

は
、
こ
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
だ
。
授

業
後
振
り
返
っ
て
み
て
す
べ
て
の
課
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
ら
ば
『
仕
事
』
を
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
」
と
、
こ
う
い
っ

た
導
入
的
発
言
を
授
業
の
二
回
に
一
回
は
お
こ
な
い
、
学
習
課
題
の

趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
た
。

　
授
業
は
基
本
的
に
は
わ
た
し
の
講
義
で
進
め
た
。
折
り
に
ふ
れ
学

生
に
質
問
を
し
た
が
、
頻
度
は
多
く
は
な
か
っ
た
。
講
義
で
は
幾
つ

か
の
留
意
点
を
わ
た
し
自
身
に
課
し
た
。
列
挙
し
て
み
よ
う
。

●
体
育
学
部
の
学
生
で
あ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
体
育
の
世
界
に
関

連
の
あ
る
話
題
を
捜
す
。
高
校
で
体
育
科
教
員
を
し
て
い
る
友
人
と

の
交
流
、
共
同
研
究
は
大
変
こ
れ
に
役
立
っ
た
。

●
当
然
分
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
事
柄
で
も
、
で
き
る

だ
け
説
明
し
て
お
く
。

●
学
生
の
意
見
は
よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
よ
う
に
し
、
一
貫
し
て

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
を
与
え
る
。
当
該
時
の
ま
と
め
の
折
に
も
学
生

の
意
見
を
取
り
込
ん
で
話
す
。

●
授
業
は
、
学
生
が
学
習
し
て
初
め
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
講
義
が
終
わ
っ
て
授
業
が
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
学
生
が
学
習

し
て
や
っ
と
授
業
は
終
わ
る
、
す
な
わ
ち
授
業
は
主
役
が
多
数
で
脇

役
は
教
師
一
人
と
い
う
少
し
変
わ
っ
た
舞
台
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調

す
る
な
ど
し
、
学
習
へ
の
主
体
的
参
加
を
促
す
働
き
か
け
を
常
に
お

こ
な
う
。

●
い
ね
む
り
、
授
業
と
関
係
の
な
い
私
語
は
許
さ
な
い
。
始
め
の
二
、

三
時
間
は
、
寝
て
い
る
学
生
は
直
接
起
こ
し
に
い
く
。
私
語
も
の
が

さ
ず
注
意
を
す
る
。
た
だ
、
私
語
の
場
合
、
授
業
に
係
わ
り
の
あ
る

意
見
や
疑
問
点
を
隣
同
士
で
話
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
学

習
活
動
と
し
て
意
味
の
あ
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
単
純
一
律
に
し
か

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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●
出
席
は
と
ら
な
い
。
き
ち
ん
と
受
講
生
の
数
を
記
録
し
て
お
か
な

か
っ
た
の
だ
が
、
毎
時
お
お
む
ね
七
割
ほ
ど
が
出
席
を
し
た
と
い
う

印
象
を
も
っ
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
宿
題
の
提
出
状
況
か
ら
類
推
す

る
と
、
七
割
と
い
っ
て
も
メ
ン
バ
ー
に
出
入
り
が
あ
り
、
九
割
位
は

程
々
以
上
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

●
V
T
R
を
ー
／
4
の
授
業
で
利
用
し
た
。
放
映
前
に
は
必
ず
課
題

を
与
え
、
漫
然
と
見
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
た
。

〈
課
題
例
〉
V
T
R
を
見
て
、
オ
ー
プ
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
個
に
応
じ
た
指
導
法
と
な
ぜ
言
わ
れ
る
の
か
、
理
由

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

放
映
後
に
、
数
名
の
学
生
を
指
名
し
、
発
言
を
求
め
る
。

●
学
習
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
配
布
資
料
を
毎
時
一
枚
程
度
準

備
し
た
。

・
課
題
以
外
に
は
板
書
は
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
授
業

経
験
で
は
、
板
書
を
多
く
す
る
と
、
学
生
は
そ
れ
を
写
す
だ
け
で
、

理
解
し
て
聞
こ
う
と
す
る
態
度
が
見
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。

●
授
業
の
過
程
で
、
一
つ
一
つ
の
課
題
の
ま
と
め
を
加
え
た
。
す
な

わ
ち
課
題
へ
の
解
答
の
モ
デ
ル
を
必
ず
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
学
習
課
題
を
明
ら
か
に
示
す
と
い
う
手
続
き
を
導
入
し
て
何
よ
り

も
気
づ
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
自
発
的
に
ノ
ー
ト
を
と

る
姿
が
増
し
た
こ
と
で
あ
る
。
何
を
学
ぶ
の
か
は
っ
き
り
と
示
さ
ず

に
講
義
を
進
め
て
き
た
こ
れ
ま
で
で
は
、
学
生
は
た
だ
漠
然
と
聞
い

て
い
る
風
で
あ
り
、
見
る
か
ら
に
受
身
的
な
印
象
を
受
け
て
き
た
。

つ
ぎ
は
ど
ん
な
話
が
で
る
の
か
と
、
餌
を
待
っ
て
口
を
開
け
て
い
る

鯉
の
群
れ
の
よ
う
だ
と
さ
え
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
反
省
す

べ
き
は
我
が
方
に
多
く
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
授
業
後
の
質
問
も
増
え
た
。
学
生
の
授
業
中
の
思
考
活

動
が
積
極
的
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
総
括
的
な
感
想
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
こ
の
授
業
で
は
毎
時
全
員
に
宿
題
を
課
し
た
。
板
書
の

　
宿
題

　
　
　
　
　
「
主
課
題
」
の
答
を
ま
と
め
、
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
次
の

時
問
の
始
め
に
提
出
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
宿
題
提
出
一
回
に

つ
き
、
単
位
認
定
試
験
の
結
果
に
二
点
を
加
点
す
る
。
た
だ
し
間
違

っ
て
い
る
も
の
は
再
提
出
を
求
め
る
と
教
示
し
た
。

　
宿
題
の
趣
旨
は
、
学
習
事
項
を
自
身
で
ま
と
め
る
こ
と
で
、
本
当

に
理
解
で
き
た
か
、
自
己
評
価
を
す
る
機
会
と
し
た
い
と
い
う
と
こ

ろ
に
あ
る
。
友
達
の
レ
ポ
ー
ト
を
丸
写
し
に
し
て
く
る
者
も
あ
る
。

一
〇
か
ら
二
〇
％
程
度
の
レ
ポ
ー
ト
に
は
そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
で
も
や
ら
な
い
よ
り
随
分
ま
し
で
あ
ろ
う
。
授
業
の
開

始
時
に
提
出
さ
せ
た
の
は
、
授
業
中
に
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
よ
う
な
こ

と
を
さ
せ
な
い
た
め
で
あ
る
。
宿
題
は
毎
回
相
当
の
量
が
集
ま
る
の
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で
、
懇
切
丁
寧
に
見
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
気
づ
い
た
誤
字
や

誤
っ
た
表
現
に
は
赤
を
入
れ
た
。
一
ク
ラ
ス
あ
た
り
二
時
問
程
度
が

点
検
に
必
要
だ
っ
た
。

　
当
初
は
合
格
に
は
印
鑑
を
押
し
、
問
題
の
あ
る
者
に
は
「
再
」
と

記
入
し
て
返
し
た
。
し
か
し
、
自
発
的
に
文
献
を
調
べ
て
書
い
て
く

る
よ
う
な
熱
心
な
内
容
の
も
の
が
次
第
に
現
わ
れ
始
め
た
た
め
、
印

鑑
を
二
つ
（
四
点
）
、
三
つ
（
六
点
）
と
押
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。

講
義
期
問
の
半
ば
頃
に
は
、
二
つ
の
者
は
半
数
前
後
に
増
え
、
三
つ

を
獲
得
す
る
者
も
数
人
と
な
っ
た
。
ま
た
、
　
「
再
」
は
二
、
三
名
に

と
ど
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
試
験
の
方
式
に
つ
い
て
は
数
年
前
か
ら
時
折
試
み

試
験
の
方
式

　
　
　
　
　
　
　
て
い
た
方
法
が
あ
っ
た
。
　
「
公
認
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ

ー
パ
ー
」
持
ち
込
み
可
と
い
う
や
り
か
た
で
あ
る
。
B
4
サ
イ
ズ
の

用
紙
一
枚
に
、
自
筆
で
書
い
た
メ
モ
に
限
っ
て
持
ち
込
み
を
許
す
の

で
あ
る
。
表
裏
使
っ
て
よ
い
こ
と
に
す
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
学
生
の
多
く
は
確
実
に
詳
細
な
勉
強
を
し
て
く
る
。

ど
れ
ほ
ど
の
努
力
を
彼
ら
が
す
る
か
、
下
段
に
例
を
一
つ
示
し
て
お

こ
う
。

　
コ
ピ
ー
を
許
さ
な
い
こ
と
で
、
他
人
の
も
の
を
写
し
た
に
し
ろ
作
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成
に
は
相
当
の
時
間
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
。
試
験
で
こ
の
ぺ
ー
パ

ー
を
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
者
は
約
二
百
名
の
受
講
生
の
内
五
名
ほ
ど

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　
試
験
問
題
の
形
式
は
前
年
度
と
同
様
、
八
問
か
ら
五
問
選
択
、
記

述
式
の
も
の
で
あ
る
。
授
業
で
の
内
容
か
ら
出
題
す
る
旨
は
学
生
に

伝
え
る
が
、
学
習
課
題
そ
の
ま
ま
の
表
現
は
用
い
な
い
。
若
干
の
応

用
的
な
解
答
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
授
業
の
進
め
方
、

内
容
に
対
す
る
感
想
」
を
求
め
る
項
目
を
番
外
と
し
て
加
え
た
。

　
　
　
　
　
一
九
九
二
年
度
、
新
し
い
試
み
を
し
た
後
の
結
果
（
印

　
成
績

　
　
　
　
　
鑑
に
よ
る
加
点
は
せ
ず
に
集
計
し
た
）
は
表
2
の
通
り

で
あ
る
。
八
○
点
以
上

の
者
は
八
○
％
を
越
え

て
い
る
。
六
〇
点
に
満

た
な
い
者
は
一
人
で
あ

っ
た
。
平
均
点
は
八
七

・
七
点
、
標
準
偏
差
は

一
〇
・
五
一
で
あ
る
。

前
年
度
の
結
果
と
は
明

ら
か
に
違
う
。
一
枚
の

「
公
認
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ

ー
パ
ー
」
の
効
果
と
い

表2　1992年度試験結果

　　点　数　　　　人数（％）

112（58．6）

45（23．6）

23（12．0）

10（5．2）

　　1（0．5）

90～100

80～89

70～79

60～69

60未満

191（100．0）合計

う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
こ
ま
で
の
高
い
習
得
は
そ

れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
毎
時
の
、
適
切
に
方
向
づ
け

ら
れ
た
学
習
活
動
、
授
業
後
の
復
習
（
宿
題
）
、
試
験
前
の
再
学
習

（
公
認
カ
ン
ニ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
作
り
）
と
い
っ
た
、
今
回
の
重
層
的

な
仕
掛
け
の
効
果
も
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
「
感
想
」
を
記
入
し
た
学
生
は
百
四
十
人
（
七
三

　
学
生
の
感
想

　
　
　
　
　
　
　
・
三
％
）
で
あ
っ
た
。

　
「
毎
時
の
課
題
明
示
」
に
つ
い
て
は
三
十
五
名
の
者
が
直
接
触
れ
、

「
知
識
の
定
着
に
役
だ
っ
た
」
、
「
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
が
分
か
り
や
す

か
っ
た
」
、
「
意
欲
、
興
味
が
湧
く
」
、
「
勉
強
し
や
す
い
」
と
い
っ
た

コ
メ
ン
ト
が
つ
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
　
「
こ
の
授
業
の
進
め
方
を
自
分

も
や
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
者
が
七
名
い
た
。
　
「
講
義
に
出
て
き
た

よ
い
指
導
法
と
同
じ
進
め
方
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
者

が
四
名
い
た
。
　
「
病
気
で
休
ん
で
も
友
達
の
ノ
ー
ト
を
見
せ
て
も
ら

う
と
内
容
が
分
か
っ
た
」
と
書
い
た
者
が
一
名
い
た
が
、
こ
れ
は
予

想
し
な
か
っ
た
長
所
で
あ
る
。

　
全
般
的
な
感
想
と
し
て
、
　
「
興
味
深
か
っ
た
、
新
鮮
な
内
容
だ
っ

た
」
と
書
い
た
者
は
二
十
四
名
、
　
「
熱
心
に
受
講
し
た
、
集
中
で
き

た
、
や
る
気
が
起
き
た
」
と
書
い
た
者
は
十
四
名
、
　
「
分
か
り
や
す

か
っ
た
」
と
い
う
者
は
十
七
名
（
た
だ
し
「
む
ず
か
し
か
っ
た
」
と

い
う
者
も
一
名
い
た
）
、
「
楽
し
か
っ
た
」
は
四
名
い
た
。
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「
教
師
と
い
う
仕
事
へ
の
認
識
が
変
わ
っ
た
」
　
（
六
名
）
、
「
子
ど

も
観
が
変
わ
っ
た
」
　
（
四
名
）
、
「
指
導
観
が
変
わ
っ
た
」
　
（
七
名
）

な
ど
、
　
「
O
O
観
」
の
変
化
の
自
覚
へ
の
言
及
も
み
ら
れ
た
。

　
内
容
に
関
し
て
は
、
　
「
教
育
実
習
に
す
ぐ
に
役
立
ち
そ
う
な
内
容

だ
っ
た
」
と
い
う
者
が
十
九
名
い
た
。
　
「
具
体
例
を
挙
げ
て
く
れ
た

の
が
よ
か
っ
た
」
と
い
う
者
は
六
名
い
た
。
教
材
に
関
し
て
は
「
V

T
R
の
内
容
が
よ
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
十
四
名
あ
り
、
一
名
が

「
配
布
資
料
が
理
解
に
役
立
っ
た
」
と
回
答
し
た
。

　
宿
題
に
つ
い
て
は
二
十
四
名
が
「
学
習
に
役
立
っ
た
」
と
い
う
趣

旨
の
言
及
を
し
た
。
そ
の
中
の
幾
つ
か
に
は
「
試
験
の
時
に
あ
わ
て

ず
に
す
ん
だ
」
、
「
よ
く
理
解
で
き
た
」
、
「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
よ
い
練

習
に
な
っ
た
」
、
「
宿
題
を
書
か
な
く
て
は
と
い
う
こ
と
で
授
業
を
よ

く
聞
い
た
」
と
い
っ
た
理
由
が
付
さ
れ
た
。
ま
た
、
　
「
宿
題
が
毎
週

あ
る
の
は
大
変
で
は
あ
っ
た
」
と
い
う
者
は
五
名
い
た
。
な
お
、
宿

題
点
検
後
の
印
鑑
を
「
幾
つ
も
ら
え
る
か
が
楽
し
み
だ
っ
た
」
と
い

う
者
が
三
名
お
り
、
そ
れ
も
学
習
を
意
欲
づ
け
る
役
割
の
一
端
と
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
　
「
家
庭
学
習
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
い
う
回
答
も
四
名
に
み
ら
れ
た
。

　
学
生
自
身
の
受
講
態
度
に
関
す
る
感
想
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
た
。
同
じ
回
答
を
し
た
者
は
少
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
一
、
二
名

の
回
答
だ
が
、
　
「
自
分
の
経
験
を
振
り
返
り
な
が
ら
聞
い
た
」
、
「
授

業
に
参
加
し
て
い
る
気
が
し
た
」
、
「
教
師
の
立
場
に
身
を
置
い
て
聞

い
た
」
、
「
授
業
中
考
え
さ
せ
ら
れ
た
」
な
ど
が
み
ら
れ
た
。
　
「
学
生

の
態
度
が
よ
く
て
静
か
だ
っ
た
」
と
い
う
者
も
い
た
。

　
「
ノ
ー
ト
を
と
り
な
が
ら
聞
く
の
は
難
し
か
っ
た
」
、
「
板
書
が
少

な
い
」
、
「
ぺ
ー
ス
が
速
い
」
、
「
教
室
が
き
ゅ
う
く
つ
」
、
「
も
っ
と
V

T
R
、
補
助
教
材
を
」
、
「
教
科
書
そ
の
も
の
の
解
説
を
も
っ
と
」
と

い
う
よ
う
な
要
求
も
そ
れ
ぞ
れ
一
、
二
名
か
ら
な
さ
れ
た
が
、
総
じ

て
感
想
は
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
内
容
が
多
か
っ
た
。
し
か
も
、
意
図
し
て

い
た
仕
掛
け
の
多
く
に
そ
の
よ
う
な
言
及
が
あ
っ
た
。
試
験
と
同
時

の
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
偏
り
を
考
慮
し
て
も
、
学

生
へ
の
ウ
ケ
は
悪
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

　
テ
ス
ト
を
採
点
し
終
え
た
時
の
わ
た
し
の
気
持
ち
は
、
複
雑
だ
っ

た
。
指
導
法
に
工
夫
を
加
え
る
こ
と
で
、
そ
の
第
一
回
目
の
試
み
か

ら
習
得
に
大
幅
な
改
善
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
成
果
は
、
授
業
中
の

わ
た
し
の
印
象
や
学
生
の
感
想
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
学
習
態

度
、
学
習
技
能
に
も
及
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
を
反
省

す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。

　
大
学
教
員
の
多
く
は
、
教
材
に
関
す
る
理
解
が
深
い
こ
と
が
教
育

の
最
大
の
要
件
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
思
　
（
59
ぺ
ー
ジ
に
つ
づ
く
）
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（
1
4
ぺ
ー
ジ
か
ら
）
　
う
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
指
導
の
方
法
に
も

工
夫
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
今
回
の
わ
た
し
の
経
験
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
教
え
る
「
論
理
」
の
追
求
の
み
な
ら
ず
、
学
ぶ
「
心

理
」
を
考
慮
し
双
方
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
学
習
は
学
習
者
の
学
習
へ
の
意
欲
が
な
く
て
は
起
き
な
い
。
効
果

的
な
学
習
を
生
起
さ
せ
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
わ
た
し
は
「
参

加
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
業
や
発
言
の
よ
う
な
外
か
ら
観

察
で
き
る
「
参
加
」
も
あ
れ
ば
、
話
を
聞
く
た
め
に
積
極
的
に
思
考

を
「
参
加
」
さ
せ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
今
回
の
課
題
明
示
方
式
は

後
者
の
内
的
「
参
加
」
を
促
す
技
法
で
あ
っ
た
。
前
者
の
形
の
「
参

加
」
も
今
後
の
実
践
の
中
で
ぜ
ひ
工
夫
し
て
み
た
い
と
思
う
。
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