
二
、
授
業
実
践

（
一
）
単
元
名

　
「
議
論
や
発
表
を
通
じ
て
能
楽
に
つ
い
て
学
ぶ
」

（
二
）
単
元
の
目
標
・
領
域

・
グ
ル
ー
プ
ご
と
、
ク
ラ
ス
全
体
で
の
議
論
や
発
表
に

積
極
的
に
関
わ
り
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
自
分
の
意

見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
。（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

・
他
者
の
意
見
を
参
考
に
し
な
が
ら
資
料
を
様
々
な
角

度
か
ら
分
析
し
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
自
分
の
意
見

を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
話
す
能
力
・
聞
く
能

力
「
Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」（
１

）
ア
）

・
能
楽
の
も
つ
特
質
や
独
自
性
に
気
づ
き
、
伝
統
文
化

に
対
す
る
知
識
・
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
知
識
・
理
解
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項
〕（
１

）
ア
（
ア
））

（
三
）
単
元
の
構
成
（
全
五
時
間
）

　

第
一
時　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
①

　

第
二
時　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
②

（
国
語
総
合
）
の
概
要
を
紹
介
し
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た

成
果
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一
、
授
業
構
想

　

能
楽
の
よ
う
な
古
典
芸
能
の
正
確
な
理
解
に
は
、
演

目
の
粗
筋
や
作
品
の
歴
史
的
背
景
、
衣
裳
や
舞
台
・
演

技
に
関
す
る
約
束
事
な
ど
、
知
っ
て
お
く
べ
き
様
々
な

事
項
が
存
在
す
る
。
通
常
、
初
心
者
に
対
し
て
は
事
前

解
説
を
設
け
た
り
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
解
説
を
記
載
す
る

な
ど
し
て
対
応
す
る
が
、
生
徒
に
能
を
見
せ
る
場
合
、

む
し
ろ
解
説
自
体
が
負
担
感
を
生
み
、
古
典
芸
能
を
遠

ざ
け
る
一
因
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

近
年
教
育
現
場
で
は
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
」

の
名
の
下
に
受
動
的
な
学
習
か
ら
能
動
的
な
学
習
へ
の

転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
授
業
で
は
、
こ
う

し
た
考
え
方
を
踏
ま
え
、
一
方
的
に
背
景
知
識
を
教
え

込
む
の
で
は
な
く
、
生
徒
同
士
の
討
議
や
講
師
と
の
意

見
交
換
を
通
じ
て
学
習
者
自
ら
が
能
楽
の
特
徴
を
発
見

し
、
古
典
芸
能
へ
の
興
味
や
知
識
・
理
解
を
深
め
ら
れ

る
よ
う
な
授
業
を
構
想
し
た
。

は
じ
め
に

　
１

二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た
教
育
基
本
法
と
そ
れ

を
受
け
た
現
行
『
学
習
指
導
要
領
』
以
降
、
日
本
の
伝

統
文
化
に
関
す
る
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

伝
統
文
化
の
示
す
内
容
は
、
古
典
文
学
（
国
語
）、
武

道
（
体
育
）、
和
楽
器
（
音
楽
）
な
ど
多
岐
に
わ
た
る

が
、
こ
の
中
に
能
楽
・
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
を
始
め
と
す

る
古
典
芸
能
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

中
で
も
能
楽
は
、
二
〇
〇
一
年
に
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
無

形
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
る
な
ど
、
我
が
国
を
代
表
す

る
古
典
芸
能
と
し
て
国
内
外
か
ら
認
知
さ
れ
て
い
る
。

　
２

能
楽
（
謡
曲
）
は
明
治
期
以
来
、
長
ら
く
国
語
教

科
書
に
お
け
る
定
番
教
材
で
あ
り
続
け
た
。
３

し
か
し
、

近
年
で
は
コ
ラ
ム
や
付
録
な
ど
で
付
随
的
に
取
り
扱
わ

れ
る
場
合
を
除
き
、
国
語
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
４

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
筆
者

は
学
校
教
育
に
お
け
る
能
楽
の
現
状
分
析
と
将
来
に
お

け
る
展
望
を
検
討
す
べ
く
能
楽
研
究
者
と
能
楽
師
を
交

え
た
一
年
間
の
共
同
研
究
を
実
施
し
た
。
本
稿
で
は
そ

の
一
環
と
し
て
高
校
一
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
授
業

ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
型
学
習
で
古
典
芸
能
を
学
ぶ

名
古
屋
高
等
学
校　

佐
藤
　
和
道
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が
用
い
ら
れ
る
の
か
）
を
考
え
さ
せ
る
。
映
像
は
前
時

と
同
じ
も
の
を
使
用
し
、
以
下
に
掲
げ
た
課
題
Ａ
〜
Ｅ

よ
り
一
つ
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
対
す
る
自
分

た
ち
の
考
え
（
仮
説
）
を
立
て
さ
せ
た
。

　

課
題
Ａ
【
能
面
】

三
つ
の
映
像
に
登
場
す
る
能
面
が
何
を
表
し
て
い

る
か
を
考
え
る
。
加
え
て
能
面
を
付
け
て
い
る
人

物
と
付
け
て
い
な
い
人
物
の
相
違
点
に
つ
い
て
考

え
る
。

　

課
題
Ｂ
【
能
装
束
】

映
像
に
登
場
す
る
装
束
や
小
道
具
の
特
徴
（
色
や

形
な
ど
）
を
書
き
出
す
。
そ
の
上
で
装
束
や
小
道

具
が
登
場
人
物
の
特
徴
を
ど
の
よ
う
に
表
す
も
の

か
を
考
え
る
。

　

課
題
Ｃ
【
能
舞
台
】

能
舞
台
特
有
の
特
徴
は
何
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
ど

ん
な
舞
台
効
果
を
生
む
の
か
考
え
る
。

　

課
題
Ｄ
【
演
技
】

映
像
を
見
て
能
に
特
有
な
手
・
身
体
・
足
の
動
き

を
書
き
出
し
て
み
る
。
そ
の
上
で
役
ご
と
の
相
違

点
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

課
題
Ｅ
【
謡
・
囃
子
】

映
像
を
見
て
能
の
歌
や
伴
奏
の
特
徴
は
何
か
、
ど

う
い
っ
た
場
面
で
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
謡
う

（
演
奏
す
る
）
の
か
考
え
る
。

全
体
討
議

　

前
時
に
お
い
て
各
グ
ル
ー
プ
が
立
て
た
仮
説
を
全
体

を
頭
に
頂
き
、
恨
み
を
抱
い
た
女
性
を
表
す
能
面
（
橋

姫
）
を
着
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
舞
台
中
央
に
置
か

れ
た
祭
壇
に
歩
み
寄
る
と
、
そ
の
上
に
置
い
て
あ
る
夫

の
髪
の
毛
に
対
し
、
手
に
し
た
杖
を
打
ち
付
け
る
演
技

を
す
る
。
生
徒
の
多
く
は
能
面
の
表
情
や
杖
を
打
ち
付

け
る
演
技
な
ど
か
ら
、
女
が
何
ら
か
の
恨
み
や
怒
り
を

表
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
。
一
方
ワ
キ
安
倍
晴
明

は
、
白
装
束
で
祭
壇
に
登
り
御
幣
を
振
る
演
技
を
す
る
。

装
束
や
御
幣
か
ら
神
主
と
誤
解
し
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ

た
が
、
女
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
多
く
が
女
性
の

怒
り
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
推
測
し
て
い
た
。
ま

た
、
推
測
の
根
拠
（
能
面
・
能
装
束
・
能
舞
台
・
演

技
・
謡
、
囃
子
な
ど
、
ど
の
部
分
に
着
目
し
た
の
か
）

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
②
へ
の

橋
渡
し
と
な
る
よ
う
心
が
け
た
。

　

本
時
の
活
動
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
対
す
る
目
新

し
さ
も
手
伝
っ
て
非
常
に
活
発
に
行
わ
れ
た
。
授
業
の

最
後
に
正
解
を
発
表
す
る
と
、「
当
た
っ
た
！
」
と
い

っ
た
歓
声
が
上
が
る
な
ど
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
引

き
出
す
と
い
っ
た
当
初
目
的
は
お
お
む
ね
達
成
で
き
た

と
思
わ
れ
る
。

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
②

　

本
時
は
、
前
時
で
得
ら
れ
た
知
見
を
基
に
、
能
を
構

成
す
る
諸
要
素
に
つ
い
て
の
規
則
・
法
則
を
考
え
さ
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
例
え
ば
、
能
面
に
つ
い
て
は

単
純
に
能
面
の
表
す
意
味
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
能

面
を
付
け
る
こ
と
の
意
味
（
ど
う
い
っ
た
役
柄
に
能
面

　

第
三
時　

全
体
討
議

　

第
四
時　

能
楽
師
を
交
え
た
意
見
交
換

　

第
五
時　

前
時
の
振
り
返
り
と
ま
と
め

（
四
）
授
業
の
概
要

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
①

　

本
時
は
、
能
の
映
像
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
特
徴
を

見
出
し
、
か
つ
ク
イ
ズ
形
式
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と

で
生
徒
の
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

ま
ず
、
四
名
〜
五
名
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、
タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
に
あ
ら
か
じ
め
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
お
い
た
能

の
映
像
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
た
。
通
常
、
能
は
上
演
に
一
時
間
以
上
を
要
し
、

初
心
者
が
全
て
を
見
る
の
は
負
担
が
大
き
い
。
そ
こ
で

視
覚
的
に
わ
か
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
作
品
三
種
を
選

び
、
さ
ら
に
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
当
る
部
分
の
み

（
三
分
程
度
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
。
扱
う
作
品

は
、
女
性
の
丑
の
刻
参
り
を
主
題
と
す
る
〈
鉄
輪
〉、
龍

神
・
龍
女
が
登
場
す
る
〈
春
日
龍
神
〉、
母
子
の
別
れ
を

描
く
〈
隅
田
川
〉
で
あ
る
。
な
お
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

用
い
た
の
は
、
各
自
の
興
味
・
関
心
に
応
じ
て
何
度
も
同

じ
場
面
を
繰
り
返
し
た
り
、
映
像
を
静
止
さ
せ
て
分
析

す
る
作
業
が
し
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
映
像
を
見
て
、
能
面
・
装
束
・
小
道
具
・
演
技

な
ど
登
場
人
物
の
特
徴
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
出
し
、

人
物
の
素
性
や
、
人
物
同
士
の
関
係
、
そ
こ
か
ら
推
測

さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。
例
え
ば

〈
鉄
輪
〉
の
場
合
、
シ
テ
の
女
は
、
火
を
灯
し
た
五
徳
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を
よ
り
際
立
た
せ
る
た
め
に
装
束
の
色
を
変
え
て
い
る
。

生
徒
は
「
黄
色
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
白
地

に
金
の
意
匠
を
施
し
た
装
束
で
、
重
々
し
さ
を
協
調
す

る
意
味
合
い
が
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
授
業
で
用
い
た

断
片
的
な
映
像
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
事
柄
で
あ
り
、

誤
解
を
含
む
結
論
に
な
る
の
も
や
む
を
得
ま
い
。
む
し

ろ
「
怒
り
を
表
現
し
て
い
る
」「
神
を
象
徴
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
指
摘
自
体
は
的
外
れ
な
も
の
と
は
い
え
ず
、

こ
の
点
を
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

本
時
の
目
的
は
議
論
を
通
じ
て
能
の
様
々
な
特
徴
を

生
徒
自
ら
に
発
見
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
結

論
の
是
非
に
こ
だ
わ
り
過
ぎ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
以
前

の
着
眼
点
や
議
論
の
過
程
を
注
視
す
る
こ
と
で
、
多
様

な
意
見
を
引
き
出
す
よ
う
心
掛
け
た
。

能
楽
師
を
交
え
た
意
見
交
換

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
線
を
用
い
た
ビ
デ
オ
通
話
ア
プ

リ
（Skype

）
を
通
し
て
前
時
に
立
て
た
仮
説
を
発
表

し
、
講
師
と
の
意
見
交
換
を
行
う
。
本
授
業
で
は
共
同

研
究
の
研
究
協
力
者
で
あ
っ
た
シ
テ
方
宝
生
流
能
楽
師

佐
野
玄
宜
師
に
講
師
を
依
頼
し
た
。

　

今
回
直
接
の
対
面
と
せ
ず
あ
え
て
遠
隔
講
義
に
し
た

の
は
、
能
楽
師
が
学
校
教
育
に
関
与
し
や
す
い
環
境
を

作
る
こ
と
が
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
専

門
家
か
ら
の
助
言
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本
な
ど
か

ら
は
知
り
得
な
い
「
生
き
た
」
情
報
で
あ
り
有
益
で
あ

る
が
、
一
方
で
費
用
や
時
間
・
場
所
な
ど
の
制
約
が
大

き
い
の
が
実
態
で
あ
る
。
遠
隔
講
義
と
す
る
こ
と
で
、

（
鉄
輪
の
「
橋
姫
」、
春
日
龍
神
「
飛
出
」
な
ど
）
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
〈
鉄
輪
〉
と
〈
隅
田
川
〉
は
共

に
女
性
を
主
人
公
と
す
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
能
面

の
形
状
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
グ
ル
ー
プ
②
の
指
摘
は
誤
り
と
は
い
え
ず
、
む
し

ろ
そ
の
着
眼
点
自
体
は
評
価
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

同
様
の
事
例
と
し
て
、
装
束
の
「
色
」
に
関
す
る
意

見
も
見
て
お
き
た
い
。

【
グ
ル
ー
プ
③
】

　

赤
い
装
束
の
人
（
鉄
輪
の
シ
テ
）
は
赤
で
「
怒

り
」
を
表
現
し
て
い
る
。
頭
に
付
け
た
ろ
う
そ
く
は

死
ん
だ
女
性
を
意
味
し
て
い
る
。
白
い
衣
装
の
陰
陽

師
は
前
に
置
い
て
あ
る
女
性
の
髪
の
毛
を
介
し
て
女

性
を
呼
び
出
し
て
い
る
。
龍
神
は
頭
に
龍
を
載
せ
て

お
り
神
を
象
徴
す
る
黄
色
っ
ぽ
い
衣
裳
で
表
現
し
て

い
る
。
楽
器
を
奏
で
て
い
る
人
は
光
の
反
対
の
悪
の

黒
っ
ぽ
い
衣
装
で
あ
る
。
子
ど
も
は
霊
で
髪
の
量
が

多
い
。
青
い
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
い
る
の
は
霊
を
象
徴

し
て
い
る
。
母
は
白
い
衣
装
で
神
聖
。

　
〈
鉄
輪
〉
は
、
映
像
に
取
り
上
げ
な
か
っ
た
部
分
に

「
赤
い
衣
を
ま
と
い
、
顔
に
朱
を
塗
り
、
頭
に
鉄
輪

（
五
徳
）
を
頂
い
て
三
本
の
ろ
う
そ
く
を
灯
し
、
怒
る

心
を
持
つ
な
ら
ば
鬼
に
な
れ
る
」
と
の
神
託
が
あ
り
、

女
の
装
束
は
そ
の
言
葉
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

〈
春
日
龍
神
〉
で
は
通
常
は
赤
い
色
の
装
束
を
用
い
る

が
、
今
回
は
龍
女
が
出
る
演
出
の
た
め
、
シ
テ
の
存
在

で
共
有
し
つ
つ
、
意
見
を
ま
と
め
さ
せ
た
。
以
下
に
そ

の
一
例
を
掲
げ
る
。

【
グ
ル
ー
プ
①
】

　

面
を
付
け
て
い
る
人
物
は
生
き
て
い
る
女
性
又
は

科
学
的
理
論
に
反
す
る
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
、
面

を
付
け
て
い
な
い
人
物
は
生
き
て
い
る
男
性
を
指
し

て
い
る
。

【
グ
ル
ー
プ
②
】

　

面
を
付
け
て
い
る
人
は
、
強
い
感
情
を
表
現
し
て

い
る
。
例
え
ば
ビ
デ
オ
Ａ
（
鉄
輪
）
で
は
眉
間
に
し

わ
が
寄
っ
て
い
た
り
、
他
の
面
に
比
べ
て
赤
味
が
か

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
怒
り
を
表
現
し
て
い
る
。
ビ

デ
オ
Ｃ
（
隅
田
川
）
で
は
目
が
細
か
っ
た
り
、
口
を

す
ぼ
め
て
い
た
り
す
る
こ
と
か
ら
悲
し
み
を
表
現
し

て
い
る
。
面
を
付
け
て
い
な
い
人
は
音
楽
を
行
っ
て

い
る
人
や
、
状
況
説
明
、
陰
陽
師
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

強
い
感
情
を
表
現
す
る
必
要
が
な
い
人
た
ち
で
あ
る
。

　

能
で
は
、
生
き
て
い
る
成
人
男
性
は
「
直
面
」
と
称
し

て
素
顔
で
演
じ
、
そ
れ
以
外
の
人
物
（
老
人
・
女
性
・
鬼

神
・
亡
霊
な
ど
）
は
面
を
着
用
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

こ
の
ル
ー
ル
に
照
ら
せ
ば
、
グ
ル
ー
プ
①
の
意
見
が
正
し

く
、
②
の
意
見
は
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

能
面
の
表
情
に
着
目
す
る
と
、特
定
の
感
情
を
表
し
て
い

な
い
場
合
（
隅
田
川
の
面
「
増
女
」
な
ど
）
と
、
恨
み
・

怒
り
・
驚
き
な
ど
の
表
情
の
変
化
を
象
っ
て
い
る
場
合
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ど
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
イ
メ
ー
ジ
が
難
し
い

古
典
文
学
の
世
界
に
つ
い
て
学
習
者
の
理
解
を
助
け
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

伝
統
文
化
教
育
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
中
、
生
徒
に

と
っ
て
古
典
芸
能
は
ま
だ
身
近
な
存
在
と
は
い
い
が
た

い
。
能
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
芸
能
の
持
つ
魅
力
を
い

か
に
し
て
学
校
教
育
の
中
で
伝
え
て
い
く
か
、
さ
ら
に

は
学
校
で
学
ぶ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
芸
能
に
関
心
の

あ
る
観
客
の
育
成
に
い
か
に
し
て
つ
な
げ
て
い
く
か
な

ど
課
題
は
ま
だ
ま
だ
多
い
。
い
ず
れ
も
一
朝
一
夕
に
実

現
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
今
回
の
試
み
を
発
端
と

し
て
古
典
芸
能
を
よ
り
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
工

夫
を
続
け
た
い
。

１　

こ
の
方
針
は
次
期
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。

２　

拙
稿
「
国
語
教
科
書
と
能
楽
」（『
能
と
狂
言
』
第
一
四
号
、

ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
）、「
国
語
教
科
書
と
能
楽
（
続
）」

（『
能
楽
研
究
』
第
四
一
号
、
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
、
二
〇
一

七
年
）。

３　

中
学
校
・
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
科
の
現
行
教
科
書
に
お

い
て
能
楽
（
謡
曲
）
を
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
は
、

各
一
社
ず
つ
し
か
な
い
。
ま
た
近
年
で
は
音
楽
科
教
科
書
が
鑑

賞
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
も
の
が
多
い
。

４　

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
「
能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠

点
」
に
よ
る
。
参
加
者
は
、
田
村
景
子
（
和
光
大
学
）・
岩
城

賢
太
郎
（
武
蔵
野
大
学
）・
佐
野
玄
宜
（
能
楽
師
）。
詳
細
は
以

下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
。http://kyoten-nohken.

ws.hosei.ac.jp/research/public15/2015/1529/

え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
グ
ル
ー
プ
内
で
の
討
議
も
活

発
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

一
方
、
能
楽
師
と
の
意
見
交
換
で
は
、
講
師
が
実
際

に
演
技
を
見
せ
た
り
、
実
物
の
能
面
・
装
束
を
見
せ
た

り
す
る
な
ど
、
遠
隔
講
義
な
が
ら
充
実
し
た
も
の
と
な

っ
た
。
生
徒
の
意
見
の
中
に
は
や
や
的
外
れ
な
も
の
も

見
ら
れ
た
が
、
講
師
の
説
明
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
が
見

逃
し
て
い
た
点
に
気
づ
く
と
と
も
に
、
さ
ら
に
知
り
た

い
こ
と
が
増
え
た
と
述
べ
る
生
徒
も
い
た
。
ま
た
、
講

師
を
お
願
い
し
た
佐
野
師
は
、
金
沢
で
代
々
能
楽
師
を

受
け
継
ぐ
家
柄
で
、
自
身
も
四
歳
よ
り
舞
台
に
立
ち
、

家
元
に
つ
い
て
の
内
弟
子
修
業
も
経
験
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
自
身
の
経
験
に
つ
い
て
も
随
所
で
触
れ
ら
れ
た

た
め
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
伝
統
を
継
承
す
る
生
の

姿
を
知
る
よ
い
機
会
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
本
授
業
で
は
「
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」
に
目
標
を
設
定
し
た
が
、
こ
れ
を

「
読
む
」
授
業
に
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
な
げ
て
い
く
か

と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
実
は
、
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

で
は
、
予
想
以
上
に
字
幕
に
記
さ
れ
た
詞
章
を
手
掛
か

り
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
し
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
こ

れ
は
映
像
か
ら
能
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
本
来
の
意

図
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
難
解
な
能
の
詞
章
で

あ
っ
て
も
映
像
が
付
随
す
る
こ
と
で
理
解
が
容
易
に
な

る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
古
典
芸
能
は
舞

台
映
像
が
豊
富
に
存
在
す
る
た
め
、
典
拠
と
な
っ
た
文

学
作
品
（
例
え
ば
『
平
家
物
語
』「
忠
度
都
落
」
と
能

〈
忠
度
〉
や
、『
源
氏
物
語
』「
葵
」
と
能
〈
葵
上
〉
な

費
用
面
（
交
通
費
な
ど
）
で
の
負
担
軽
減
、
多
忙
な
能

楽
師
が
空
い
た
時
間
を
使
っ
て
学
校
の
授
業
に
参
加
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

本
時
は
一
グ
ル
ー
プ
三
分
程
度
で
意
見
発
表
と
質
問

を
さ
せ
、
講
師
に
は
実
演
や
能
面
・
装
束
な
ど
の
実
物

を
用
い
な
が
ら
解
説
を
お
願
い
し
た
。
特
に
先
に
あ
げ

た
よ
う
な
「
誤
解
」
を
含
む
仮
説
に
つ
い
て
は
、
演
じ

る
側
の
意
図
（
ど
の
よ
う
な
意
図
で
演
技
・
演
出
を
し

て
い
る
か
）
を
伝
え
て
も
ら
い
、
見
る
側
と
は
異
な
る

視
点
・
論
理
の
存
在
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
で
、
理
解
を

深
め
さ
せ
た
。

前
時
の
振
り
返
り
と
ま
と
め

　

意
見
交
換
で
わ
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
全
体
で
共
有
し

つ
つ
、
さ
ら
に
詳
し
く
調
べ
て
み
た
い
こ
と
、
わ
か
ら

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
発
表
し
、
全
体
で
共
有
さ
せ
た
。

三
、
本
授
業
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
と
課
題

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
は
、
生
徒
の
反
応
は
非
常
に
よ

く
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
を
奪
い
合
う
よ
う
に
映
像
を
見
て
い

た
点
が
印
象
に
残
っ
た
。
能
を
全
編
通
し
て
鑑
賞
す
る

と
、
途
中
で
寝
て
し
ま
っ
た
り
飽
き
て
し
ま
う
生
徒
も

出
て
く
る
が
、
今
回
は
そ
う
し
た
生
徒
は
皆
無
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
映
像
自
体
を
短
く
設
定
し
た
こ
と
に
加
え
、

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
よ
っ
て
各
自
の
興
味
・
関
心
に
応

じ
て
映
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
大
き
い
と
考
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