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⽬
的
と
背
景
︐
な
ら
び
に
⽅
法 

 
本
研
究
の
⽬
的
は
︐
ド
イ
ツ
中
等
教
育
に
お
け
る
美
術
の
授
業
⽅
法
に

関
す
る
実
践
事
例
の
分
析
を
通
し
︐
我
が
国
の
中
等
美
術
教
育
な
ら
び
に

美
術
科
教
員
養
成
課
程
に
お
け
る
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
に
関
わ
る
諸
課
題

に
つ
い
て
の
提
⾔
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
︒ 

 
本
研
究
は
︐﹁
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
を
図
る
美
術
教
育
の
⽅
法
論
に
関
す

る
研
究
﹂
と
題
す
る
⼗
⼀
⼈
の
研
究
者
に
よ
る
共
同
研
究
の
⼀
部
で
あ
る

︵
１
︶︒
こ
の
共
同
研
究
は
︐
平
成
⼗
⼆
年
に
横
浜
国
⽴
⼤
学
で
開
か
れ
た

﹁
ド
イ
ツ
・
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
鑑
賞
と
表
現
の
授
業
⽅
法
﹂
と
題

す
る
︐
三
つ
の
コ
�
ス
か
ら
な
る
合
計
六
⽇
間
の
公
開
講
座
を
出
発
点
と

し
て
い
る
︒
こ
の
講
座
は
︐
ド
イ
ツ
の
美
術
教
育
者
ア
ネ
マ
リ
�
・
シ
�

ル
ツ
�-

ヴ
�
ス
ラ
ル
ン
講
師
の
指
導
の
も
と
に
︐ド
イ
ツ
の
中
等
教
育
に

お
け
る
美
術
学
習
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
基
礎
と
し
て
⼀
般
向
け
に
授
業
を
実

践
し
た
も
の
で
あ
る
︒
第
⼀
コ
�
ス
で
は
︐
美
術
史
的
背
景
を
考
慮
し
た

作
品
解
釈
の
⽅
法
︐
第
⼆
コ
�
ス
は
無
意
識
と
舞
踏
を
通
し
て
の
美
術
へ

の
接
近
︐
第
三
コ
�
ス
は
芸
術
家
の
伝
記
と
⽂
化
の
相
互
影
響
を
通
し
て

の
考
察
を
テ
�
マ
と
し
て
︐
そ
れ
ぞ
れ
が
美
術
作
品
の
鑑
賞
と
受
講
者
⾃

⾝
に
よ
る
作
品
制
作
そ
の
他
の
活
動
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
学
習
す
る
よ
う

に
計
画
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
コ
�
ス
で
提
⽰
さ
れ
た
学
習
⽀
援
活
動

に
は
︐
我
が
国
に
お
け
る
現
状
と
⽐
較
し
て
︐
理
論
お
よ
び
鑑
賞
と
作
品

制
作
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
特
⾊
が
⾒
ら
れ
た
こ
と
か
ら
︐

こ
の
授
業
の
詳
細
な
検
討
よ
り
︐﹁
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
﹂
と
い
う
︐
我
が

国
に
お
け
る
こ
の
課
題
に
対
す
る
取
り
組
み
へ
の
⽰
唆
が
得
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
仮
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

 
共
同
研
究
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
︐
ま
ず
こ
の
公
開
講
座
の
授
業
過
程

に
お
け
る
講
師
と
受
講
者
の
間
の
発
話
や
動
き
を
克
明
に
記
録
し
︐
そ
の

上
で
各
コ
�
ス
の
授
業
の
構
成
︐
⽬
的
︐
⽅
法
︐
実
際
の
展
開
︐
そ
れ
ら

の
効
果
や
意
味
等
に
対
す
る
検
討
を
︐
研
究
者
が
分
担
し
て
⾏
&
た
︒
筆

者
は
主
と
し
て
第
⼆
コ
�
ス
の
検
討
に
携
わ
&
た
の
で
︐
以
下
に
︐
コ
�

ス
の
授
業
構
成
︐
実
際
の
授
業
の
展
開
と
そ
れ
に
対
す
る
解
釈
︐
コ
�
ス

全
体
を
通
し
て
の
結
論
︐
最
後
に
︐
本
研
究
全
体
を
通
し
て
得
ら
れ
る
︐

我
が
国
の
教
育
に
お
け
る
課
題
と
変
⾰
の
⽅
向
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
く

︵
２
︶︒ 

 
   

⼆
 

第
⼆
コ
�
ス
の
授
業
構
成 

 
第
⼆
コ
�
ス
の
授
業
は
︑﹁
芸
術
へ
の
全
体
的
な
︑
⾏
為
を
伴
&
た
︑
理

性
的
︑
創
造
的
接
近
﹂
と
い
う
テ
�
マ
の
も
と
に
︑
⼆
⽇
間
に
わ
た
&
て

実
施
さ
れ
た
︒
第
⼀
コ
�
ス
が
美
術
史
的
ア
プ
ロ
�
チ
を
中
⼼
に
し
︑
第
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三
コ
�
ス
で
は
作
者
の
伝
記
か
ら
の
ア
プ
ロ
�
チ
と
︑
⽂
化
的
影
響
関
係

か
ら
の
ア
プ
ロ
�
チ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
の
に
対
し
︑
中
間
の
第
⼆
コ

�
ス
で
は
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
包
括
的
な
テ
�
マ
を
掲
げ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
全
体
構
成
を
と
&
た
効
果
と
し
て
は
︑
初
期
の
導
⼊
段
階
に
あ

た
る
第
⼀
コ
�
ス
で
は
︑
初
対
⾯
の
多
数
の
受
講
者
を
安
定
し
た
学
習
軌

道
に
乗
せ
る
必
要
か
ら
︑
美
術
学
習
の
堅
固
な
基
礎
と
し
て
美
術
史
的
観

点
に
依
拠
し
な
が
ら
確
実
に
学
習
過
程
を
始
動
さ
せ
︑
中
間
に
あ
た
る
こ

の
第
⼆
コ
�
ス
で
は
︑
⼀
層
の
挑
戦
が
求
め
ら
れ
る
包
括
的
ア
プ
ロ
�
チ

を
試
み
て
活
性
化
と
⾶
躍
を
⽬
指
し
︑
ま
と
め
に
あ
た
る
第
三
コ
�
ス
で

は
よ
り
絞
り
込
ま
れ
た
特
殊
な
ア
プ
ロ
�
チ
︑
す
な
わ
ち
個
⼈
的
履
歴
と

⽂
化
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
深
め
さ
せ
る
︑
と
い
う
意
義
が
認
め

ら
れ
る
︒ 

 
そ
の
︑
助
⾛
段
階
を
経
て
⼀
層
の
冒
険
に
踏
み
込
む
段
階
と
考
え
ら
れ

る
第
⼆
コ
�
ス
の
包
括
的
ア
プ
ロ
�
チ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒
冒
頭

の
テ
�
マ
で
は
︑﹁
全
体
的
﹂﹁
⾏
為
﹂﹁
理
性
的
﹂﹁
創
造
的
﹂
と
い
う
⽤

語
が
列
挙
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
が
具
体
的
に
こ
の
授
業
の
ど
の
よ
う
な
側

⾯
と
対
応
し
︑
こ
の
授
業
を
特
徴
づ
け
る
の
か
は
︑
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
い
︒﹁
⾏
為
を
伴
&
た
﹂
が
⾔
語
の
み
で
な
く
︑
⾝
体
の
動
作
や
制
作
活

動
を
伴
う
鑑
賞
活
動
を
意
味
し
︑﹁
理
性
的
﹂
と
﹁
創
造
的
﹂
と
が
︑
鑑
賞

活
動
に
お
け
る
分
析
的
理
解
と
積
極
的
な
解
釈
の
両
⾯
︑
あ
る
い
は
知
的

解
釈
と
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
芸
術
の
基
本
原
則
を
応
⽤
し
た
制
作
活
動
の

両
⾯
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
⽅
法
は
︑
第
⼆
コ
�
ス
以
外
で
も

積
極
的
に
⽤
い
ら
れ
て
い
る
側
⾯
で
あ
り
︑
本
コ
�
ス
独
⾃
の
⽬
的
や
性

格
を
明
確
に
⽰
す
も
の
と
は
考
え
が
た
い
︒ 

 
内
容
に
も
と
づ
い
て
第
⼆
コ
�
ス
の
テ
�
マ
を
再
考
す
る
な
ら
ば
︑
第

⼀
⽇
⽬
が
︑
無
意
識
と
の
交
流
に
お
け
る
視
覚
芸
術
の
役
割
で
あ
り
︑
第

⼆
⽇
⽬
が
⾝
体
的
演
技
と
視
覚
芸
術
の
間
の
相
互
作
⽤
に
焦
点
を
あ
て
て

い
る
と
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
か
ら
︑
本
コ
�
ス
の

特
⾊
は
︑
あ
ら
た
め
て
︑﹁
無
意
識
と
⾝
体
感
覚
を
通
し
た
視
覚
芸
術
へ
の

冒
険
的
ア
プ
ロ
�
チ
﹂
と
で
も
再
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な

い
︒
な
ぜ
﹁
冒
険
的
﹂
と
形
容
す
る
か
と
い
う
と
︑
無
意
識
と
の
交
流
も
︑

⾝
体
的
演
技
︵
舞
踏
︶
の
経
験
も
︑
と
も
に
⽇
常
的
な
感
覚
を
超
え
て
︑

あ
る
意
味
で
別
種
の
感
覚
の
中
に
沈
潜
す
る
こ
と
を
促
す
作
⽤
を
も
つ
機

会
で
あ
り
︑
通
常
の
段
階
を
踏
ん
だ
ア
プ
ロ
�
チ
で
は
到
達
し
得
な
い
よ

う
な
⽅
向
か
ら
︑
も
と
に
な
る
芸
術
作
品
の
世
界
を
拡
張
す
る
可
能
性
を

も
つ
と
考
え
ら
れ
る
⼀
⽅
︑
ど
の
よ
う
な
世
界
を
⾒
る
こ
と
に
な
る
か
︑

実
際
に
経
験
す
る
ま
で
は
︑
受
講
者
⾃
⾝
に
も
担
当
講
師
の
側
に
も
明
ら

か
で
は
な
い
︑と
い
う
両
⽅
の
側
⾯
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
︒し
た
が
&
て
︑

こ
の
コ
�
ス
の
実
施
に
あ
た
&
て
は
︑﹁
冒
険
﹂
⼀
般
に
要
求
さ
れ
る
と
思

わ
れ
る
条
件
の
う
ち
の
い
く
つ
か
︑
す
な
わ
ち
︑
周
到
な
予
測
と
準
備
︑

⼤
胆
な
実
⾏
︑
変
化
や
予
想
外
の
も
の
へ
の
遭
遇
を
歓
迎
し
︑
発
展
さ
せ

て
い
く
姿
勢
な
ど
が
重
要
で
あ
&
た
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
さ
て
︑
講
師
に
よ
&
て
計
画
さ
れ
た
コ
�
ス
の
内
容
は
︑
以
下
の
よ
う

な
も
の
で
あ
&
た
︒
第
⼀
⽇
⽬
の
主
題
は
﹁
無
意
識
の
テ
�
マ
化
﹂
で
あ

り
︑
ル
ド
ル
フ
・
ツ
�
ア
・
リ
¼
ペ
の
テ
キ
ス
ト
﹃
絵
は
こ
の
世
界
か
ら

何
を
す
る
の
か
﹄
に
⽰
さ
れ
た
考
え
⽅
を
基
調
と
し
て
い
る
︒
午
前
は
︑

受
講
者
は
パ
ウ
ル
・
ク
レ
�
と
マ
¼
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
を
出
発

点
に
し
て
受
講
者
が
創
作
し
た
物
語
を
紹
介
し
な
が
ら
︑
⼀
つ
の
作
品
が

契
機
と
な
&
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
多
様
な
解
釈
の
世
界
を
経
験
し
︑
そ
れ

ら
を
⽣
み
出
す
受
講
者
の
個
⼈
的
・
⽂
化
的
背
景
と
芸
術
家
の
表
現
と
の

相
互
作
⽤
の
中
で
作
品
が
新
し
い
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
こ
と
に
︑
単
な

る
外
部
世
界
の
模
像
で
は
な
い
絵
画
の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
︑
体
験
を
通

し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
第
⼀
⽇
⽬
の
午
後
は
午
前

の
内
容
の
発
展
で
あ
り
︑
何
点
か
の
ク
レ
�
と
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
の
複

製
を
出
発
点
と
し
て
︑
受
講
者
は
い
く
ら
か
本
格
的
な
物
語
を
執
筆
し
︑

そ
れ
ら
の
朗
読
や
紹
介
を
聞
き
な
が
ら
作
品
の
新
し
い
意
味
を
味
わ
&
て
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い
く
︒
第
⼀
⽇
⽬
の
⼣
⽅
は
︑
ま
ず
︑
ク
レ
�
の
テ
キ
ス
ト
﹃
創
造
的
告

⽩
﹄
の
⼀
部
を
講
師
が
⼝
述
し
︑
そ
の
刺
激
を
受
け
て
受
講
者
が
紙
に
線

を
描
き
な
が
ら
﹁
散
歩
﹂
を
経
験
す
る
︒
そ
の
あ
と
で
ク
レ
�
あ
る
い
は

エ
ル
ン
ス
ト
の
﹁
作
業
⽅
法
﹂
に
従
い
な
が
ら
︑
各
⾃
が
﹁
何
か
連
想
を

起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
﹂
作
品
を
制
作
す
る
よ
う
に
指
⽰
さ
れ
る
︒
制
作
時

間
の
後
︑
受
講
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
描
い
た
意
図
や
経
験
に
つ
い
て

紹
介
す
る
︒ 

 
第
⼆
⽇
⽬
の
テ
�
マ
は
︑﹁
踊
り
を
通
し
て
の
芸
術
へ
の
接
近
﹂で
あ
る
︒

午
前
は
︑
ボ
¼
チ
î
�
ニ
と
ド
ロ
�
ネ
�
ら
の
作
品
を
鑑
賞
し
な
が
ら
︑

特
に
動
き
に
つ
い
て
注
意
を
向
け
︑
午
後
の
﹁
踊
り
﹂
へ
と
つ
な
げ
て
い

く
︒
午
後
は
︑
マ
イ
ヨ
�
ル
の
彫
刻
の
ポ
�
ズ
を
受
講
者
の
何
⼈
か
が
実

際
に
経
験
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
︑
ド
ロ
�
ネ
�
ら
の
作
品
を
も
と
に
踊

り
を
試
み
る
こ
と
を
促
さ
れ
る
︒
⽩
髪
⼀
雄
の
制
作
⽅
法
を
紹
介
し
な
が

ら
︑
受
講
⽣
は
各
⾃
︑
踊
り
や
動
き
を
表
現
す
る
作
品
を
制
作
す
る
よ
う

に
指
⽰
さ
れ
る
︒
制
作
の
後
︑
受
講
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
や
経
験
し
た

こ
と
に
つ
い
て
語
る
︒
最
後
に
講
師
を
囲
ん
で
質
問
や
考
え
を
交
換
す
る

時
間
を
も
&
た
︒ 

 

   

三
 

授
業
の
展
開
と
解
釈 

 
次
に
︑
実
際
の
授
業
の
展
開
に
沿
&
て
検
討
し
︑
そ
れ
ら
の
⽰
す
意
味

に
つ
い
て
考
え
る
視
点
を
い
く
つ
か
提
供
し
て
い
き
た
い
︒
こ
こ
で
は
特

に
︑
第
⼀
⽇
⽬
の
授
業
展
開
に
焦
点
を
当
て
︑
時
系
列
と
内
容
に
沿
&
て

三
つ
の
部
分
に
分
け
て
述
べ
て
い
く
︒ 

 

 
 
 

︵
⼀
︶
記
述
・
連
想
か
ら
作
品
解
釈
の
多
重
世
界
へ  

 
 ̶

 

ク
レ
�
︽
花
の
神
話
︾
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
新
し
い
童
話 

 
講
師
は
︑
作
品
の
複
製
を
ス
ラ
イ
ド
投
影
し
︑
タ
イ
ト
ル
を
紹
介
し
た

あ
と
︑
冒
頭
か
ら
︑
リ
¼
ペ
の
⽂
章
を
朗
読
す
る
︒
こ
の
授
業
の
主
調
と

な
る
基
本
的
思
想
の
要
点
を
ま
ず
⽰
し
︑
そ
の
あ
と
で
︑
具
体
的
な
作
品

に
取
り
組
み
な
が
ら
︑
先
の
基
本
思
想
の
意
味
を
具
体
的
に
経
験
し
て
い

く
と
い
う
展
開
計
画
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒
特
に
講
師
は
︑
朗
読
し
た

⽂
章
か
ら
︑﹁
絵
は
も
の
の
再
現
で
は
な
く
︑
⾒
る
⼈
の
⽂
化
的
背
景
を
伴

&
た
解
釈
の
世
界
に
あ
る
も
の
﹂
と
の
観
点
を
明
確
に
指
導
し
て
い
る
︒ 

 
そ
の
後
︑
⼆
つ
の
具
体
的
な
活
動
が
指
⽰
さ
れ
る
︒
⼀
つ
は
︑
絵
の
中

に
あ
る
全
て
の
も
の
を
観
察
す
る
こ
と
︑
も
う
⼀
つ
は
︑
そ
れ
に
つ
い
て

物
語
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
第
⼀
の
指
⽰
か
ら
﹁
ま
ず
簡
単

に
︑
こ
の
絵
で
何
を
認
め
ま
す
か
﹂
と
い
う
質
問
が
発
せ
ら
れ
る
︒
受
講

者
か
ら
の
最
初
の
回
答
は
︑﹁
花
が
⽣
ま
れ
て
く
る
⺟
胎
﹂
で
あ
る
︒
講
師

は
︐
そ
れ
は
す
で
に
豊
か
な
解
釈
に
な
&
て
い
る
と
指
摘
し
た
上
で
︑
回

答
の
理
由
を
問
う
︒
講
師
か
ら
の
﹁
何
を
認
め
る
か
﹂
と
い
う
発
問
の
意

図
は
︑﹁
ま
ず
簡
単
に
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
単
純
に
︑
絵
の
中
に
⾒

ら
れ
る
個
別
の
対
象
を
列
挙
し
︑
共
に
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
︑
そ
れ

を
出
発
点
と
し
て
物
語
を
考
え
る
中
で
︑
解
釈
へ
と
発
展
さ
せ
る
と
い
う

計
画
が
あ
&
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
こ
の
場
合
は
︑﹁
す
で
に
豊
か
な
解

釈
に
な
&
て
い
る
﹂
と
講
師
が
述
べ
た
よ
う
に
︑
受
講
者
が
最
初
か
ら
す

で
に
絵
全
体
か
ら
感
じ
ら
れ
る
解
釈
を
述
べ
て
し
ま
&
た
の
で
︑
そ
の
展

開
の
早
さ
に
少
々
驚
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
⼀
⼈

の
⼈
間
が
⾃
分
の
背
景
を
も
と
に
⾏
う
解
釈
の
プ
ロ
セ
ス
を
︑
こ
こ
で
は

授
業
と
し
て
他
の
受
講
者
と
も
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
︑

絵
に
描
か
れ
て
い
る
個
別
の
対
象
と
の
つ
な
が
り
へ
と
注
意
を
戻
す
意
図

か
ら
︑
回
答
の
理
由
を
尋
ね
た
の
で
あ
ろ
う
︒
受
講
者
が
具
体
的
に
﹁
⾚

い
形
全
体
﹂﹁
中
に
い
ろ
い
ろ
﹂
な
ど
を
指
摘
す
る
と
︑
講
師
は
そ
れ
ら
が

﹁
何
か
の
模
像
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
︒
個
々
に
描
か
れ
て
い
る

も
の
の
性
質
と
し
て
︑
鑑
賞
者
に
と
&
て
個
⼈
的
な
意
味
を
⽰
唆
す
る
︑

内
⾯
的
な
像
で
あ
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
冒
頭
の
⽂
章
で
リ
¼
ペ
の
提
⽰
す

る
考
え
を
︐
具
体
的
に
確
認
す
る
機
会
を
こ
こ
で
も
&
て
い
る
︒ 



つくばリポジトリ University of Tsukuba Repository 著者版 Author version 
直江俊雄「無意識と⾝体感覚を通した芸術学習⽀援活動̶鑑賞と表現の統合を課題として̶」『藝術教育學』第 11 号, 2003, pp.31-46. 
Toshio Naoe, “Unconsciousness and Body Sensation: A Case for Integrated Learning of Appreciation and Production in Art,” Bulletin 
on the Study on Art and Design Education in the University of Tsukuba, No.11, 2003, pp. 31-46. 
 

4 

 
次
に
講
師
は
︑別
の
受
講
者
を
指
名
し
︑画
⾯
の
具
体
的
な
部
分
を
次
々

に
指
し
て
︑
包
括
的
な
解
釈
で
は
な
く
︑
個
々
の
も
の
か
ら
の
連
想
を
述

べ
る
こ
と
を
求
め
る
︒
受
講
者
は
﹁
⿃
︑
⽉
﹂
等
を
あ
げ
た
上
で
︑
丸
い

形
を
﹁
楽
し
く
踊
&
て
い
る
⼦
ど
も
み
た
い
﹂
と
表
現
し
︑
講
師
は
そ
れ

に
深
い
共
感
を
表
明
す
る
︒
こ
の
質
問
の
中
で
︑
ま
ず
﹁
包
括
的
な
解
釈
﹂

を
制
限
し
︑
個
々
の
も
の
に
着
⽬
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
点
に
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
︒
短
時
間
で
絵
全
体
の
解
釈
に
進
ま
な
い
で
︑
ま
ず
個
々
の

部
分
に
気
づ
き
な
が
ら
探
索
し
て
い
く
過
程
を
共
有
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
次
に
︑﹁
連
想
﹂
と
い
う
⽤
語
で
⽰
唆
し
て
い
る

点
が
重
要
で
あ
る
︒
先
に
︑﹁
何
か
の
模
像
で
は
な
い
﹂
こ
と
を
確
認
し
た

が
︑
そ
の
こ
と
を
実
際
の
回
答
に
反
映
さ
せ
る
上
で
︑﹁
連
想
﹂
を
促
す
こ

と
は
︑
単
に
﹁
⿃
﹂
な
ど
と
名
詞
を
列
挙
す
る
段
階
か
ら
進
ん
で
︐
回
答

者
の
精
神
活
動
を
⾃
由
に
し
て
い
く
効
果
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒ 

 
次
に
︑
別
の
受
講
者
に
も
同
じ
質
問
を
続
け
る
︒
受
講
者
は
︑
種
︑
花

粉
な
ど
に
つ
い
て
植
物
の
成
⻑
と
の
連
想
を
述
べ
︑
⾚
い
全
体
の
形
が
⼥

性
の
体
に
も
⼈
の
顔
に
も
⾒
え
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
︑
な
ぜ
先

の
受
講
者
の
回
答
を
全
⾯
的
に
肯
定
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
次
の
受
講
者

に
も
ま
た
全
く
同
じ
問
い
を
発
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
個
々
の
名
詞
は
回

答
者
に
共
通
で
も
︑
そ
こ
か
ら
の
﹁
連
想
﹂
に
は
︑
各
個
⼈
の
⽣
育
歴
や

⽂
化
的
環
境
を
反
映
し
た
︑
多
様
な
展
開
へ
の
萌
芽
が
含
ま
れ
て
い
る
は

ず
で
あ
り
︐﹁
連
想
﹂
に
つ
い
て
別
の
受
講
者
か
ら
の
回
答
を
続
け
て
求
め

た
意
図
は
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
複
数
の
回
答
者
か
ら
の
連
想
を
求

め
た
こ
と
は
︑
絵
の
中
の
同
じ
対
象
が
﹁
語
り
⼿
﹂
の
精
神
の
反
映
と
し

て
︑
異
な
&
た
解
釈
を
発
展
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
⽰
す
た
め
で

あ
&
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ
の
回
答
か
ら
は
︑
⼀
⼈
の
⼈
の
内
部
で
も
︐

⼀
つ
の
対
象
か
ら
複
数
の
連
想
が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
&

た
︒
講
師
は
こ
こ
で
リ
¼
ペ
の
⽂
章
を
再
び
引
⽤
し
︑
不
変
の
芸
術
作
品

か
ら
︑
多
様
な
解
釈
が
発
⽣
す
る
芸
術
の
作
⽤
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て

い
く
︒
作
品
が
鑑
賞
者
の
精
神
と
の
対
話
の
中
で
新
た
に
解
釈
さ
れ
続
け

て
い
く
こ
と
が
︑
芸
術
の
本
来
の
あ
り
⽅
の
⼀
つ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
と
共
に
︑
物
語
を
つ
く
る
過
程
が
︑
芸
術
解
釈
の
過
程
と
重
な
&
て
い

る
こ
と
を
⽰
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒ 

 
こ
こ
ま
で
の
発
問
と
回
答
の
経
過
を
振
り
返
る
と
︑
画
⾯
に
⾒
え
て
い

る
個
々
の
対
象
物
を
観
察
し
て
列
挙
す
る
発
問
か
ら
始
め
た
の
は
︑
⼀
般

的
な
美
術
批
評
の
学
習
の
第
⼀
段
階
と
し
て
︑
作
品
の
客
観
的
事
実
を
共

有
す
る
こ
と
と
︑
そ
の
過
程
で
⾒
落
と
し
て
い
た
部
分
に
全
て
気
づ
く
と

い
う
⽬
的
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
学
習
で
は
︑
作
品
の
も
つ

多
義
性
︑
そ
れ
が
喚
起
す
る
鑑
賞
者
⾃
⾝
の
内
⾯
的
背
景
と
対
応
し
た
多

様
な
世
界
観
へ
の
扉
︑
す
な
わ
ち
解
釈
に
よ
&
て
作
品
が
鑑
賞
者
の
も
と

で
再
び
豊
か
に
な
る
過
程
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
主
要
な
⽬
的
と
考
え
ら

れ
る
︒
し
た
が
&
て
︑
作
品
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
る
個
々
の
対
象
の
列
挙

の
過
程
で
︑
連
想
と
解
釈
へ
徐
々
に
導
い
た
上
で
︑
物
語
の
考
案
を
通
し

た
解
釈
の
活
動
へ
と
導
く
こ
と
は
︑
適
切
な
展
開
過
程
で
あ
&
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
︒
そ
の
際
に
︑
教
材
と
し
て
︑
個
々
の
描
か
れ
た
対
象

が
す
で
に
多
様
な
連
想
を
⽣
み
や
す
い
作
品
を
選
択
し
た
こ
と
は
︑
観
察

に
よ
る
列
挙
を
問
う
て
い
る
第
⼀
の
指
⽰
の
中
で
す
で
に
受
講
者
の
中
か

ら
豊
か
な
解
釈
へ
の
傾
向
性
が
⾒
ら
れ
︑
そ
れ
を
容
認
す
る
よ
う
な
形
で

多
様
な
世
界
観
の
開
⽰
を
も
と
め
る
物
語
の
作
成
へ
と
い
ざ
な
&
た
こ
と

に
も
⾒
ら
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
あ
と
の
活
動
へ
の
動
機
付
け
と
︑
学
習
の

意
味
の
深
化
と
い
う
点
で
効
果
的
で
あ
&
た
︒
⼀
⽅
で
は
解
釈
へ
と
急
ぎ

す
ぎ
た
回
答
を
描
か
れ
た
画
⾯
と
の
関
連
へ
と
戻
し
な
が
ら
︑
も
う
⼀
⽅

で
複
数
の
受
講
者
か
ら
の
回
答
を
⽐
較
す
る
中
で
作
品
の
多
義
性
に
気
づ

か
せ
る
な
ど
︑
質
問
者
と
回
答
者
の
相
互
か
ら
の
プ
ロ
セ
ス
を
︑
両
者
が

同
時
に
気
づ
き
︑
そ
の
活
動
の
⽅
向
を
⾒
い
だ
し
て
い
く
よ
う
な
場
と
し

て
い
る
こ
と
が
注
⽬
さ
れ
る
︒ 

 
こ
こ
ま
で
の
展
開
で
︑
約
⼆
⼗
分
が
経
過
し
た
︒
講
師
は
︑
こ
の
絵
に
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⼩
さ
な
物
語
を
書
く
こ
と
を
受
講
者
に
指
⽰
し
て
︑
執
筆
の
た
め
の
時
間

を
と
る
︒
さ
ら
に
約
三
⼗
分
間
が
経
過
し
︑
受
講
者
の
進
⾏
状
況
を
⾒
た

上
で
︑
講
師
は
︑
会
場
か
ら
物
語
を
朗
読
す
る
受
講
者
を
求
め
る
︒
会
場

か
ら
は
次
々
に
︑
多
様
な
物
語
が
語
ら
れ
る
︒
⼈
間
が
花
の
世
界
を
焼
き

尽
く
し
て
し
ま
&
た
と
い
う
悲
劇
︑﹁
博
⼠
の
独
り
⾔
﹂
と
い
う
ユ
ニ
�
ク

な
視
点
︑
⿃
と
共
に
別
の
世
界
に
逃
れ
る
花
の
物
語
︑
⽉
の
流
し
た
涙
の

物
語
︑
命
の
種
を
求
め
て
舞
い
降
り
る
カ
ラ
ス
の
物
語
︑
⼤
地
の
中
で
夢

⾒
る
種
⼦
の
物
語
を
朗
読
︒
そ
の
間
︑
講
師
は
︑
あ
る
物
語
に
は
深
い
共

感
を
⽰
し
︑
ま
た
別
の
物
語
に
は
驚
き
を
⽰
し
た
り
︑
注
釈
を
加
え
た
り

し
な
が
ら
︑
次
の
発
⾔
者
を
求
め
て
い
く
︒
こ
こ
で
の
授
業
展
開
の
趣
旨

は
︑﹁
多
様
な
解
釈
﹂
の
発
⽣
を
⾒
守
る
こ
と
に
あ
り
︑
特
定
の
主
題
の
解

釈
へ
と
導
く
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
の
⼀
貫
し
た
⽅
針
は
︑
こ
の
あ
と
で
︑

多
様
な
解
釈
の
⽣
じ
る
理
由
を
︑
作
品
に
描
か
れ
た
も
の
に
即
し
て
⽰
し

な
が
ら
確
認
し
︑﹁
明
⽇
は
同
じ
絵
を
今
⽇
と
は
別
に
⾒
る
﹂
可
能
性
を
指

摘
し
て
締
め
く
く
&
た
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
︒
こ
こ
ま
で
で
冒
頭
よ
り

約
⼀
時
間
⼗
分
が
経
過
し
た
︒
約
⼗
五
分
の
休
憩
の
後
に
︑
次
の
︑
エ
ル

ン
ス
ト
の
作
品
を
も
と
に
し
た
鑑
賞
の
授
業
を
開
始
す
る
︒ 

 

 
 
 

︵
⼆
︶
詩
と
哲
学
の
共
感
の
場
へ  

 
 
 
 ̶

 

物
語
の
導
く
︐
絵
と
内
⾯
世
界
と
の
出
会
い 

 
講
師
は
︑
エ
ル
ン
ス
ト
︽
⻘
と
ピ
ン
ク
の
ハ
ト
︾
の
ス
ラ
イ
ド
を
投
影

し
︑受
講
者
に
作
者
名
は
知
ら
せ
る
が
︑タ
イ
ト
ル
は
ま
だ
知
ら
せ
な
い
︒

そ
し
て
︑
絵
の
中
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
を
問
う
が
︑
会
場
か
ら
の
発

⾔
は
な
か
&
た
た
め
︐
五
�
六
名
の
受
講
者
を
次
々
に
指
名
す
る
︒
受
講

者
か
ら
は
︐
⿃
︐
⾺
︐
⻯
の
頭
︐
⾺
を
⾷
べ
よ
う
と
し
て
い
る
狼
か
⽝
︐

⿂
の
死
骸
︐
朽
ち
る
⾁
体
な
ど
の
連
想
が
報
告
さ
れ
︐
そ
れ
ら
に
対
し
て

講
師
は
︐
ど
ん
な
⾺
か
︐
ど
こ
か
ら
﹁
⾷
べ
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
わ
か

る
の
か
な
ど
の
根
拠
を
さ
ら
に
問
い
か
け
︐
画
⾯
上
で
共
に
確
認
す
る
時

間
が
続
く
︒
最
後
に
︐
⼀
⼈
の
受
講
者
が
︐
現
在
⾏
&
て
い
る
活
動
を
﹁
揺

れ
動
く
視
覚
﹂
と
形
容
す
る
︒
講
師
は
︐
多
様
な
連
想
を
促
す
知
覚
の
⼼

理
に
つ
い
て
述
べ
︑
作
品
タ
イ
ト
ル
を
紹
介
す
る
︒
ま
た
︐﹁
⿃
の
⽬
﹂
が

⼈
間
に
与
え
る
印
象
に
つ
い
て
指
摘
す
る
︒ 

 
講
師
は
︑
次
々
に
異
な
&
た
﹁
連
想
﹂
の
バ
リ
エ
�
シ

ン
を
出
さ
せ

て
い
る
︒
先
に
と
り
あ
げ
た
︑
ク
レ
�
︽
花
の
神
話
︾
で
は
︑
花
︑
種
⼦
︑

天
体
︑
植
物
な
ど
は
⽐
較
的
︑
共
通
の
認
識
が
容
易
な
対
象
で
あ
り
︑
早

い
時
期
か
ら
物
語
的
連
想
を
含
ん
だ
解
釈
が
受
講
者
か
ら
出
さ
れ
た
︒
こ

の
エ
ル
ン
ス
ト
︽
⻘
と
ピ
ン
ク
の
ハ
ト
︾
は
︑
描
か
れ
て
い
る
対
象
が
⼀

層
明
確
さ
を
⽋
き
︑
ま
た
複
雑
な
構
成
と
な
&
て
い
る
の
で
︑
よ
り
多
様

な
連
想
を
発
⽣
さ
せ
う
る
性
質
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
複
雑

さ
か
ら
︑
⼀
つ
の
物
語
的
解
釈
を
受
講
者
が
形
成
す
る
ま
で
に
も
︑
よ
り

深
い
沈
潜
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
講
師
は
︑︽
花

の
神
話
︾
の
時
の
よ
う
に
は
受
講
者
か
ら
の
解
釈
を
含
ん
だ
回
答
を
吟
味

せ
ず
︑
ま
ず
︑
同
じ
絵
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
連
想
の
多
様
さ
を
で
き
る
限

り
引
き
出
す
作
業
に
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
画

⾯
上
に
⾒
え
て
い
る
形
の
み
か
ら
ど
こ
ま
で
多
様
な
連
想
の
展
開
が
可
能

か
を
ま
ず
⽰
す
︒
そ
し
て
︑
知
覚
の
⼼
理
に
⾔
及
し
た
後
で
︑
タ
イ
ト
ル

と
技
法
に
つ
い
て
説
明
し
︑
最
後
に
︑
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
物
語
的
解
釈

へ
と
統
合
す
る
作
業
へ
と
⼊
ら
せ
て
い
る
︒ 

 
こ
こ
で
講
師
は
︑
あ
と
で
こ
の
絵
か
ら
物
語
を
書
く
か
も
し
れ
な
い
と

予
告
し
た
上
で
︑
作
品
の
技
法
に
つ
い
て
問
う
︒
受
講
者
よ
り
︑
フ
ロ
¼

タ
�
ジ
�
と
い
う
答
え
が
あ
り
︑
講
師
は
︑
作
者
が
こ
の
技
法
を
⽤
い
な

が
ら
︑﹁
そ
こ
に
⾒
え
た
も
の
を
ど
ん
ど
ん
利
⽤
し
て
い
&
た
﹂
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
︑
受
講
者
に
こ
の
作
品
を
も
と
に
物
語
を

書
く
こ
と
を
指
⽰
す
る
︒
こ
こ
ま
で
︑
開
始
よ
り
約
⼆
⼗
分
が
経
過
し
て

い
る
︒
講
師
が
こ
こ
で
技
法
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
た
意
味
で
あ
る
が
︑
単

に
技
法
に
つ
い
て
知
&
て
お
い
た
⽅
が
よ
い
と
い
う
程
度
の
問
題
で
は
な
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い
で
あ
ろ
う
︒
先
の
ク
レ
�
の
作
品
で
は
︑
あ
ま
り
技
法
の
点
に
つ
い
て

は
と
り
あ
げ
て
い
な
か
&
た
︒
フ
ロ
¼
タ
�
ジ
�
⾃
体
が
連
想
の
作
⽤
を

活
⽤
し
た
創
作
⽅
法
で
あ
る
こ
と
と
︑
物
語
の
解
釈
に
お
け
る
連
想
の
役

割
と
を
関
連
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
意
図
が
あ
&
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒ 

 
約
⼆
⼗
分
間
の
執
筆
時
間
の
の
ち
︑
講
師
は
受
講
者
に
朗
読
を
指
⽰
す

る
︒
第
⼀
に
︑
⿃
の
⽬
に
着
⽬
し
︑
傷
つ
い
た
仲
間
の
⿃
に
⼝
づ
け
す
る

こ
と
で
蘇
⽣
さ
せ
︑美
し
い
⽬
を
取
り
戻
し
た
話
が
語
ら
れ
る
︒講
師
は
︑

最
初
に
死
や
危
険
を
感
じ
︑
や
が
て
⽣
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
発
想
に
関
⼼

を
⽰
し
︑
そ
の
過
程
を
聞
く
︒
受
講
者
は
フ
ロ
¼
タ
�
ジ
�
の
も
や
も
や

し
た
も
の
の
中
か
ら
形
が
⾒
え
て
き
て
︑
⽩
い
⿃
だ
け
が
⽣
き
た
⽬
を
し

て
い
た
の
で
︑
周
り
の
⽬
も
そ
の
よ
う
に
し
た
い
と
思
&
た
と
述
べ
る
︒

講
師
は
︑﹁
死
ん
で
い
る
よ
う
な
⽬
と
⽣
き
て
い
る
⽬
﹂
を
具
体
的
に
指
す

よ
う
に
求
め
︑受
講
者
が
画
⾯
を
⽰
し
て
説
明
す
る
と
深
く
う
な
ず
い
て
︑

了
解
を
⽰
す
︒第
⼆
の
受
講
者
は
︑ね
ぐ
ら
へ
帰
ろ
う
と
す
る
⿃
の
群
が
︑

突
然
の
⿊
雲
に
よ
&
て
⼤
量
に
死
滅
す
る
物
語
を
語
る
︒
講
師
が
こ
の
絵

か
ら
⿊
い
雲
を
連
想
し
た
過
程
を
尋
ね
る
と
︑
⻘
い
空
と
の
対
⽐
と
屍
か

ら
化
学
⼯
場
の
爆
発
や
戦
争
な
ど
を
想
像
し
た
と
説
明
す
る
︒
講
師
は
︑

絵
で
は
全
て
が
同
時
に
表
現
さ
れ
る
が
︑
今
の
物
語
で
は
絵
の
要
素
が
時

間
的
経
過
を
伴
&
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
評
価
す
る
︒
第
三
の

受
講
者
は
︑
少
年
だ
&
た
頃
︑
家
畜
の
死
骸
置
き
場
を
垣
間
⾒
た
経
験
を

述
べ
る
︒
講
師
が
︑
そ
の
物
語
と
絵
と
の
関
連
を
聞
く
と
︑
絵
か
ら
⾃
分

の
体
験
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
︑﹁
も
う
絵
に
は
戻
れ
な
い
﹂
⾃
分
の
物
語
で
あ

る
と
い
う
︒
講
師
は
︑
鑑
賞
者
と
作
者
の
世
界
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
述

べ
た
リ
¼
ペ
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
と
⼀
致
す
る
︑
と
⾼
く
評
価
す
る
︒
第

四
の
受
講
者
が
︑
先
の
物
語
を
称
賛
し
た
上
で
⾃
作
の
詩
を
朗
読
す
る
︒

講
師
は
︑﹁
今
こ
の
教
室
に
は
詩
的
潜
在
⼒
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
マ
¼
ク

ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
と
の
⾮
常
に
⽣
き
⽣
き
し
た
出
会
い
だ
と
思
い

ま
す
︒﹂
と
感
銘
を
⽰
す
︒
第
五
の
受
講
者
が
︑
夜
が
更
け
︑
潮
が
引
き
︑

マ
ン
グ
ロ
�
ブ
林
に
⽣
き
る
あ
ら
ゆ
る
動
物
た
ち
が
許
さ
れ
た
時
間
に
向

か
&
て
い
く
︑
と
い
う
物
語
を
朗
読
す
る
と
︑﹁
許
さ
れ
た
時
間
﹂
と
は
何

か
︑
に
つ
い
て
講
師
と
や
り
と
り
が
あ
る
︒
講
師
は
︑
ま
と
め
と
し
て
︑

作
者
エ
ル
ン
ス
ト
⾃
⾝
の
制
作
過
程
に
お
け
る
解
釈
に
︑
受
講
者
の
解
釈

が
加
わ
&
て
︑
作
品
が
さ
ら
に
豊
か
に
な
&
て
い
く
と
い
う
過
程
を
指
摘

す
る
︒︽
⻘
と
ピ
ン
ク
の
ハ
ト
︾
に
関
し
て
は
︑
こ
こ
ま
で
で
約
⼀
時
間
の

授
業
展
開
で
あ
&
た
︒ 

 
こ
の
エ
ル
ン
ス
ト
作
品
か
ら
の
物
語
の
朗
読
と
︑
講
師
か
ら
の
そ
れ
ら

に
対
す
る
応
答
を
⾒
て
い
く
と
︑
先
の
ク
レ
�
作
品
の
と
き
よ
り
も
︑
さ

ら
に
充
実
し
た
展
開
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
講
師

は
︑
⼀
つ
⼀
つ
の
物
語
に
つ
い
て
︑
深
い
共
感
を
⽰
し
︑
ま
た
︑
画
⾯
の

中
の
ど
の
要
素
が
そ
う
し
た
独
⾃
の
物
語
の
解
釈
を
発
⽣
さ
せ
た
の
か
︑

他
の
受
講
者
と
共
に
興
味
深
く
探
り
︑
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
特
に

ど
の
解
釈
を
正
統
で
あ
る
と
絞
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
⼼
配
す
る
必

要
は
な
い
︒
そ
れ
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
独
⾃
で
あ
り
︑
な
お
か
つ
絵

の
中
に
そ
の
具
体
的
な
起
源
を
も
つ
と
い
う
意
味
で
︑
説
得
⼒
を
も
&
て

い
た
︒
こ
れ
は
⼀
つ
に
は
︑
ク
レ
�
の
作
品
に
続
い
て
⼆
回
⽬
の
物
語
執

筆
の
た
め
︑
受
講
者
の
側
が
本
来
の
想
像
⼒
を
よ
り
効
果
的
に
解
放
し
︑

ま
た
⽂
章
形
式
に
ま
と
め
る
⼒
が
付
い
て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
も
う
⼀
つ
に
は
︑
作
品
の
も
つ
性
質
も
︑
⼤
き
く
作
⽤
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
︒
ク
レ
�
の
︽
花
の
神
話
︾
は
︑
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
多

義
性
を
も
&
た
連
想
を
呼
び
起
こ
す
作
品
で
あ
る
が
︑
⿃
︑
花
︑
天
体
な

ど
︑
個
々
の
描
か
れ
た
対
象
は
⽐
較
的
明
確
に
指
摘
で
き
る
た
め
︑
具
体

的
に
物
語
を
書
き
始
め
る
上
で
は
抵
抗
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑

物
語
に
登
場
す
る
道
具
⽴
て
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
結
果
と
し
て
創
作

さ
れ
る
物
語
に
は
︑
⼀
定
の
傾
向
や
類
似
性
が
⾒
つ
か
り
や
す
い
こ
と
は

⼗
分
想
定
で
き
る
︒
⼀
⽅
︑
エ
ル
ン
ス
ト
︽
⻘
と
ピ
ン
ク
の
ハ
ト
︾
は
︑

描
か
れ
て
い
る
対
象
を
具
体
的
に
特
定
し
が
た
い
作
品
で
あ
る
︒
こ
れ
は
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も
ち
ろ
ん
︑
フ
ロ
¼
タ
�
ジ
�
を
基
本
に
し
て
作
者
⾃
⾝
が
沸
き
上
が
る

連
想
の
中
で
制
作
を
進
め
た
プ
ロ
セ
ス
と
⼤
い
に
関
連
が
あ
る
が
︑
受
講

者
⾃
⾝
も
︑
あ
い
ま
い
な
画
⾯
を
探
る
う
ち
に
︑
徐
々
に
想
像
⼒
が
喚
起

さ
れ
て
き
た
経
験
を
語
&
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
即
座
に
物
語
を
構
成
で

き
る
よ
う
な
対
象
物
の
明
確
さ
に
は
乏
し
い
が
︑
そ
れ
だ
け
に
︑
作
品
世

界
に
深
く
沈
潜
し
た
場
合
に
は
︑
鑑
賞
者
の
側
の
内
⾯
世
界
か
ら
の
呼
び

声
に
導
か
れ
た
︑
あ
ら
た
な
作
品
解
釈
の
展
開
が
広
が
る
可
能
性
が
⼤
き

く
な
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
講
師
は
︑
エ
ル
ン
ス
ト
の
作
品
解
釈

そ
の
も
の
か
ら
⼤
き
く
⾶
躍
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︑
死
骸

置
き
場
を
垣
間
⾒
た
⾃
⼰
の
経
験
を
語
&
た
物
語
に
関
し
て
︑
⾮
常
に
深

い
感
銘
を
⽰
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑︽
花
の
神
話
︾
か
ら

︽
⻘
と
ピ
ン
ク
の
ハ
ト
︾
へ
の
展
開
は
︑
受
講
者
の
無
意
識
世
界
へ
の
旅

を
︑
効
果
的
に
導
く
教
材
配
列
で
あ
&
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

   
午
後
の
授
業
で
は
︑
エ
ル
ン
ス
ト
︑
ク
レ
�
の
作
品
を
も
と
に
し
て
︑

物
語
を
書
く
と
い
う
学
習
活
動
を
︑さ
ら
に
⻑
時
間
を
設
定
し
て
⾏
&
た
︒

講
師
は
︑
⼗
⼆
種
類
の
絵
︵
エ
ル
ン
ス
ト
⼗
⼀
種
︑
ク
レ
�
⼀
種
︶
の
複

製
を
⽤
意
し
︑
受
講
者
に
対
し
︑
い
ず
れ
か
の
絵
を
も
と
に
物
語
を
書
く

よ
う
指
⽰
す
る
︒
約
執
筆
中
︑
受
講
者
よ
り
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
⽰
さ
れ

て
い
な
い
の
で
質
問
が
あ
り
︑
ス
タ
¼
フ
が
タ
イ
ト
ル
の
⽇
本
語
訳
を
⿊

板
に
書
く
︒
ま
た
︑
タ
イ
ト
ル
に
注
意
し
て
も
し
な
く
て
も
よ
い
し
︑
あ

る
い
は
全
く
新
し
い
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
も
よ
い
こ
と
を
説
明
す
る
︒ 

 
約
⼆
時
間
後
︑
ス
タ
¼
フ
の
⽅
で
︑
す
で
に
物
語
が
完
成
し
た
受
講
者

に
つ
い
て
あ
る
程
度
調
べ
て
あ
り
︑
そ
の
中
か
ら
朗
読
を
求
め
る
︒
こ
の

授
業
で
は
︑
次
の
三
点
の
作
品
を
元
に
し
た
物
語
に
つ
い
て
紹
介
し
た
︒ 

 
マ
¼
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
︽
有
名
な
夢
の
鍛
冶
屋
︾︵
⼀
九
五
九
年
︶ 

 
パ
ウ
ル
・
ク
レ
�
︽
⻩
⾊
い
⿃
の
い
る
⾵
景
︾︵
⼀
九
⼆
三
年
︶ 

 
マ
¼
ク
ス
・
エ
ル
ン
ス
ト
︑
タ
イ
ト
ル
不
明
︵
⻩
⾊
い
⾵
景
に
樹
⽊
が

⽴
&
て
い
る
︶ 

 
講
師
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
つ
い
て
︑
何
⼈
か
の
受
講
者
に
創
作
し
た

物
語
を
朗
読
さ
せ
︑
称
賛
し
︑
そ
の
意
義
を
強
調
す
る
︒
絵
の
作
者
と
物

語
の
作
者
の
︑
⼆
つ
の
世
界
の
呼
応
に
よ
&
て
︑
作
品
の
意
義
が
深
め
ら

れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
講
師
が
強
調
し
た
観
点
は
︑
鑑
賞
者

の
⽂
化
的
背
景
や
個
⼈
的
経
験
を
伴
&
た
解
釈
が
︑
作
品
を
新
た
に
活
性

化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
︑
超
現
実
主
義
の
作
品
と
無
意
識
の
世
界
と
に
関

わ
る
︑
物
語
を
通
し
た
鑑
賞
活
動
の
意
義
︑
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
活
動
に

よ
&
て
こ
の
教
室
を
包
ん
で
い
る
︑
詩
的
⾼
揚
や
哲
学
的
な
刺
激
に
満
ち

た
経
験
の
す
ば
ら
し
さ
︑
な
ど
で
あ
る
︒
執
筆
時
間
が
⻑
く
な
&
た
た
め

に
︑
当
然
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
完
成
度
は
さ
ら
に
⾼
め
ら
れ
た
よ
う
で

あ
り
︑
⼀
つ
ひ
と
つ
が
独
⽴
し
た
奥
深
い
内
⾯
世
界
に
呼
応
し
て
お
り
︑

物
語
を
傾
聴
す
る
だ
け
で
新
し
い
経
験
が
あ
る
︒
た
だ
︑
授
業
展
開
形
式

は
︑
物
語
執
筆
と
朗
読
に
関
し
て
時
間
が
⻑
く
な
&
た
こ
と
と
作
品
の
選

択
の
幅
が
広
が
&
た
こ
と
以
外
は
︑
午
前
の
授
業
の
う
ち
全
員
で
作
品
を

探
索
し
た
時
間
を
除
い
た
部
分
と
基
本
的
に
同
⼀
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

執
筆
か
ら
全
員
の
前
で
の
朗
読
︑
講
師
に
よ
る
注
釈
と
称
賛
︑
と
い
う
形

式
が
三
回
続
い
た
わ
け
で
あ
る
︒ 

 
私
は
︑
こ
の
三
回
⽬
の
授
業
で
は
︑
よ
り
⼤
胆
に
実
施
形
式
を
変
更
す

る
こ
と
で
︑
効
果
を
さ
ら
に
⾼
め
る
こ
と
も
可
能
だ
&
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
︒
例
え
ば
︑
こ
の
授
業
形
式
で
は
︑
講
師
の
み
が
︑
朗
読
し
た

受
講
者
か
ら
物
語
の
解
釈
の
源
泉
を
問
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
︑
他

の
受
講
者
に
も
︑
物
語
の
解
釈
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
︑
意
⾒
を
述
べ
た

り
す
る
役
割
を
分
け
与
え
る
こ
と
で
︑
物
語
の
朗
読
の
時
間
へ
の
参
加
の

態
度
を
変
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
解
釈
を
聞
き
出

す
上
で
の
原
則
な
ど
を
⽰
し
た
上
で
︑﹁
今
の
物
語
へ
の
質
問
︑
意
⾒
﹂
を

求
め
た
り
︑
類
似
し
た
︑
あ
る
い
は
正
反
対
の
解
釈
な
ど
の
紹
介
を
求
め

た
り
す
る
こ
と
は
︑
こ
の
授
業
の
主
要
な
⽬
的
の
ひ
と
つ
で
あ
&
た
︑
絵
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画
芸
術
の
も
た
ら
す
多
様
な
世
界
解
釈
へ
の
理
解
を
︑
ま
た
別
の
⾓
度
か

ら
展
開
す
る
機
会
に
も
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
⼩
グ
ル
�
プ
の

中
で
発
表
し
合
&
た
り
す
る
こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
︒
⼤
多
数
の
受
講
者

が
︑
講
師
と
⼀
⼈
の
受
講
者
の
や
り
と
り
を
聞
く
と
い
う
役
割
か
ら
︑
よ

り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
︑
授
業
へ
の

参
加
意
欲
を
さ
ら
に
⾼
め
て
い
く
上
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
︑
受

講
者
が
︑
将
来
⾃
分
の
教
室
で
指
導
す
る
際
に
は
︑
物
語
の
聞
き
出
し
役

に
な
る
こ
と
も
想
定
し
た
研
修
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
れ
だ
け

の
潜
在
能
⼒
を
す
で
に
有
し
た
受
講
者
集
団
で
あ
&
た
と
思
う
︒ 

 

 
 
 

︵
三
︶﹁
作
業
⽅
法
﹂
へ
の
出
会
い
と
と
ま
ど
い 

 
 
 
 ̶

 

ク
レ
�
﹃
創
造
的
告
⽩
﹄
の
体
験
か
ら 

 
以
下
に
︑
受
講
し
た
体
験
と
︑
ビ
デ
オ
記
録
の
観
察
か
ら
︑
や
や
詳
細

に
授
業
の
展
開
を
記
述
し
て
み
た
の
で
紹
介
す
る
︒
発
話
な
ど
の
記
録
に

対
し
︐
会
場
内
の
雰
囲
気
や
動
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
発
⾔
者
の
意
図
の
分
析

な
ど
を
加
え
て
い
る
︒
な
お
︑
⾏
頭
の
数
字
は
︑
時:
分
で
時
間
の
経
過
を

表
し
︑
受
講
者
の
発
⾔
に
は
順
に
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る
︒ 

 0:00

 
講
師
 
以
後
の
活
動
に
つ
い
て
︑
概
要
︑
以
下
の
よ
う
に
伝
達
す

る
︒ 

エ
ル
ン
ス
ト
と
ク
レ
�
の
作
業
⽅
法
を
試
み
る
が
︑
最
初
に
︑
ク
レ
�
の

テ
キ
ス
ト
﹃
創
造
的
告
⽩
﹄
を
講
師
が
⼝
述
す
る
︒
そ
の
要
約
は
︑
各
受

講
者
に
配
ら
れ
て
い
る
が
︑
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
﹁
芸
術
は
︑
⽬
に

⾒
え
る
も
の
を
再
現
す
る
の
で
は
な
く
︑
⽬
に
⾒
え
る
よ
う
に
す
る
の
で

あ
る
︒﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
受
講
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
︑﹁
⼝
述
書
き

取
り
﹂
を
⾏
う
︒ 

0:02

 
講
師
 
⽤
紙
の
配
布
を
ス
タ
¼
フ
に
指
⽰
︒
⽤
紙
は
⼀
枚
で
⾜
り

る
こ
と
︑
ボ
�
ル
ペ
ン
か
鉛
筆
を
⽤
意
す
る
よ
う
受
講
者
に
指
⽰
︒ 

0:03

 
講
師
 
⼝
述
を
開
始
︒
⼝
述
の
中
で
講
師
が
指
定
し
た
こ
と
だ
け

を
書
き
取
る
よ
う
指
⽰
︒﹁
地
理
的
プ
ラ
ン
を
お
い
て
︑
よ
り
良
い
認
識
の

国
へ
⼩
さ
な
旅
を
し
ま
し
A
う
︒
最
初
の
動
き
の
⾏
為
が
死
ん
で
い
る
点

を
⾶
び
越
え
た
︒﹂ 

0:05

 
通
訳
 

講
師
に
何
か
問
い
合
わ
せ
た
上
で
︑
受
講
者
に
次
の
こ
と

を
指
⽰
す
る
︒
⼝
述
の
中
で
︑
通
訳
者
が
﹁
紙
に
描
い
て
く
だ
さ
い
︒﹂
と

指
定
し
た
こ
と
だ
け
を
紙
に
描
く
よ
う
に
︒
⼝
述
を
再
開
︒﹁
地
理
的
プ
ラ

ン
を
お
い
て
︑
よ
り
良
い
認
識
の
国
へ
⼩
さ
な
旅
を
し
ま
し
A
う
︒
最
初

の
動
き
の
⾏
為
が
死
ん
で
い
る
点
を
⾶
び
越
え
た
︒﹃
線
﹄︒﹃
線
﹄
を
描
い

て
く
だ
さ
い
︒﹂ 

0:06

 
受
講
者
の
間
で
ざ
わ
め
き
︒ 

通
訳
 
再
度
︑
指
⽰
の
説
明
を
す
る
︒
⽂
字
や
⾔
葉
で
は
な
く
︑﹁
線
﹂
と

⾔
&
た
ら
﹁
線
﹂
を
引
く
よ
う
︑
⾝
振
り
を
交
え
て
⽰
す
︒ 

0:07

 
通
訳
 
⼝
述
再
開
︒﹁
線
︒ち
A
&
と
し
て
ス
ト
¼
プ
︑呼
吸
す
る
︒

途
切
れ
た
︑
ま
た
は
休
憩
に
よ
&
て
切
断
さ
れ
た
線
︒ 

0:08

 
受
講
者
三
⼀
 
質
問
︒﹁
さ
&
き
線
を…

︒﹂
後
半
聞
き
取
り
に
く

い
︒ 

通
訳
 

さ
&
き
線
を
引
い
た
か
確
認
︒
受
講
者
が
引
い
て
い
な
か
&
た
よ

う
な
の
で
︑
引
く
よ
う
に
指
⽰
︒ 

受
講
者
三
⼆
 
質
問
︒﹁
線
﹂
と
い
う
の
は
︑
直
線
︑
曲
線
ど
ち
ら
で
も
良

い
の
か
︒ 

講
師
 

﹁
ど
ち
ら
で
も
結
構
で
す
︒﹂ 

 
会
場
︑
講
師
と
も
に
笑
い
︒ 

0:09

 
講
師
 
⼝
述
︒﹁
ど
の
く
ら
い
進
ん
で
き
た
か
振
り
返
&
て
み
る
︒

反
対
⽅
向
の
動
き
︒
頭
の
中
で
あ
ち
こ
ち
へ
の
道
を
考
え
る
︒
線
の
束
︒

川
が
妨
害
し
て
い
る
︒
ボ
�
ト
を
利
⽤
す
る
︒﹂ 

0:10

 
⼝
述
︒﹁
波
線
の
動
き
︒
は
る
か
上
の
⽅
に
は
︑
橋
が
あ
&
た
の
だ

ろ
う
︒
ア
�
ケ
�
ド
の
つ
な
が
り
︒﹂ 
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0:11

 
⼝
述
︒﹁
気
の
合
う
仲
間
に
出
会
う
︒
彼
も
よ
り
⼤
き
な
認
識
を
⾒

つ
け
る
と
こ
ろ
へ
⾏
き
た
い
︒
最
初
は
喜
ん
で
意
⾒
が
⼀
致
し
て
い
る
︒

近
似
現
象
︒
次
第
に
相
違
点
が
出
て
く
る
︒﹂ 

0:12
 
⼝
述
︒﹁
⼆
本
の
線
が
⾃
⽴
し
て
い
く
︒
両
者
の
間
で
⼀
種
の
刺
激

が
⽣
じ
る
︒
線
の
表
出
︑
線
の
ダ
イ
ナ
ミ
¼
ク
︑
線
の
⼼
理
︒﹂
会
場
に
⼀

⻫
に
笑
い
が
起
こ
る
︒ 

0:13

 
受
講
者
の
中
で
ざ
わ
め
き
が
広
が
る
︒ 

講
師
 
紙
の
向
き
を
回
し
て
も
よ
い
こ
と
を
指
⽰
︒ 

 
こ
こ
で
起
き
て
い
る
受
講
者
の
ざ
わ
め
き
は
︑
⼝
述
の
指
⽰
が
良
く
理

解
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
講
師
の
︑
紙
を

回
し
て
使
&
て
よ
い
と
い
う
指
⽰
は
︑
こ
の
ざ
わ
め
き
に
答
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
︒ 

0:14

 
講
師
 
⼝
述
再
開
︒﹁
耕
さ
れ
た
畑
を
横
切
る
︒
線
が
引
か
れ
て
い

る
平
⾯
︒
⽊
が
た
く
さ
ん
⽣
え
た
︑
鬱
蒼
と
し
た
森
︒﹂ 

0:15

 
⼝
述
︒﹁
彼
は
︑
道
に
迷
う
︒
道
を
探
す
︒
⽝
が
⾛
る
︑
そ
の
ク
ラ

シ
¼
ク
な
動
き
を
記
述
し
て
み
る
︒﹂ 

 
受
講
者
の
中
で
﹁
ク
ラ
シ
¼
ク
な
？
﹂
等
と
つ
ぶ
や
き
が
広
が
る
︒ 

0:16

 
⼝
述
︒﹁
も
は
や
︑
そ
れ
ほ
ど
冷
静
で
は
な
い
︒
川
の
あ
る
⽅
に
は

霧
が
か
か
&
て
い
る
︒
空
間
的
要
素
︒
そ
の
う
ち
︑
ま
た
霧
が
晴
れ
て
く

る
︒
か
ご
作
り
を
す
る
⼈
が
来
る
ま
で
家
に
帰
&
て
い
く
︒
⾞
輪
︒﹂ 

0:17

 
⼝
述
︒﹁
か
ご
作
り
を
す
る
⼈
の
中
に
は
︑
と
て
も
⾯
⽩
い
巻
き
⽑

の
⼦
ど
も
が
い
る
︒
ネ
ジ
を
回
す
動
き
︒
や
が
て
蒸
し
暑
く
な
り
︑
暗
く

な
る
︒
空
間
的
要
素
︒﹂ 

0:18

 
⼝
述
︒﹁
⽔
平
線
に
稲
光
︒
ジ
グ
ザ
グ
線
︒
頭
上
に
は
ま
だ
星
が
あ

る
︒
た
く
さ
ん
の
点
︒﹂
会
場
に
点
を
打
つ
⾳
が
充
満
し
︑
講
師
が
喜
ぶ
︒ 

0:19

 
⼝
述
︒﹁
や
が
て
我
々
の
最
初
の
地
に
到
着
︒︵
中
略
︶
同
じ
意
⾒
︑

異
な
る
意
⾒
︒
迷
う
線
︑
⼒
を
付
け
て
い
く
線
︒
ダ
イ
ナ
ミ
¼
ク
︒︵
中
略
︶

稲
光
は
︑
当
時
︑
病
気
だ
&
た
⼦
ど
も
の
︑
あ
の
体
温
の
上
が
り
下
が
り

の
カ
�
ブ
を
思
い
出
さ
せ
る
︒﹂
⼝
述
終
了
︒ 

0:23

 
講
師
 
ク
レ
�
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
﹃
創
造
的
告
⽩
﹄
と
名
付
け

た
理
由
に
つ
い
て
︑
今
の
経
験
か
ら
ど
う
理
解
す
る
か
︑
問
う
︒ 

0:25

 
受
講
者
三
三
 

﹁
描
い
て
い
く
と
き
に
︑
⼀
つ
の
こ
と
を
画
⾯
い

&
ぱ
い
に
描
い
て
い
い
の
か
ど
う
か
︑
迷
い
ま
し
た
︒﹂ 

講
師
あ
る
い
は
通
訳
 

﹁
そ
の
迷
う
こ
と
が
﹃
創
造
的
﹄︑
と
い
う
意
味
で

す
ね
？
﹂ 

受
講
者
三
三
 

︵
繰
り
返
し
︶﹁
画
⾯
に
ど
の
よ
う
に
⼊
れ
て
い
&
た
ら
い

い
か
︑
迷
い
ま
し
た
︒﹂ 

0:26

 
講
師
 

﹁
最
後
ま
で
︑
迷
い
ま
し
た
か
？
﹂ 

受
講
者
三
三
 

﹁
や
&
て
い
く
う
ち
に
︑
私
が
描
け
な
い
よ
う
な
画
⾯
が

で
き
あ
が
&
た
の
で
︑
こ
れ
だ
&
た
ら
⾃
信
を
持
&
て
最
後
は
迷
わ
ず
に

描
け
ま
し
た
︒﹂ 

0:27

 
講
師
 

﹁
別
の
経
験
を
な
さ
&
た
⽅
︒﹂
返
答
が
な
い
︒
講
師
は
︑

最
初
︑
不
安
だ
&
た
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
る
が
︑
次
第
に
緊
張
感
が
な

く
な
り
︑
星
の
点
を
打
つ
と
こ
ろ
で
は
と
て
も
熱
⼼
で
︑
怖
さ
が
な
く
な

&
て
い
た
︑
と
指
摘
︵
会
場
か
ら
笑
い
︶︒ 

 
受
講
者
三
三
は
︑
と
に
か
く
︑
こ
の
活
動
の
中
で
⾃
分
が
最
も
強
く
感

じ
て
い
た
感
情
︑不
安
︑に
つ
い
て
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

特
に
講
師
の
質
問
で
あ
&
た
︑
ク
レ
�
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
﹃
創
造
的
告

⽩
﹄
と
名
付
け
た
理
由
に
つ
い
て
直
接
に
答
え
た
も
の
で
は
な
い
が
︑
講

師
︵
多
分
︑
通
訳
者
︶
の
側
で
︑﹁
迷
い
﹂
が
あ
る
こ
と
を
﹁
創
造
的
﹂
と

意
味
し
て
い
る
の
か
︑
と
問
答
を
関
係
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
で

も
受
講
者
は
︑
こ
の
不
安
︑
と
い
う
こ
と
だ
け
を
訴
え
た
か
&
た
よ
う
で

あ
る
︒
次
に
講
師
の
側
で
は
︑
そ
の
不
安
が
︑
活
動
の
進
⾏
と
共
に
解
消

し
て
い
&
た
こ
と
を
指
摘
し
て
︑
ま
と
め
て
い
る
︒
受
講
者
の
側
で
は
お

そ
ら
く
︑
⼝
述
の
進
⾏
中
も
︑
ざ
わ
め
き
や
質
問
が
相
次
い
だ
よ
う
に
︑

ど
う
い
う
活
動
を
受
講
者
に
求
め
て
い
る
か
の
指
⽰
が
︑
必
ず
し
も
明
確
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で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
か
&
た
︑
と
い
う
状
況
は
あ
&
た
の
で
あ
ろ

う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
講
師
の
⽅
は
︑
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
︒泰
然
と
し
て
︑受
講
者
の
不
安
顔
な
ど
気
に
し
な
い
よ
う
に
︑

む
し
ろ
⼀
⽅
的
に
⼝
述
を
進
め
た
︒
実
際
に
⼿
を
動
か
し
て
︑
⾳
を
⽴
て

て
︑
描
き
進
め
る
と
い
う
⾏
為
そ
の
も
の
が
不
安
を
解
消
し
︑
描
画
に
よ

る
散
歩
そ
の
も
の
を
⼼
地
よ
く
感
じ
始
め
る
︑
と
い
う
効
果
を
︑
最
初
か

ら
意
図
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
︒ 

講
師
 
ク
レ
�
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
何
を
⽬
的
と
し
て
い
た
の
か
︑
と
問

う
︒ 

 
し
か
し
︐
先
の
︑﹁
な
ぜ
﹃
創
造
的
告
⽩
﹄
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た

の
か
﹂︑
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
︑
明
確
に
は
出
さ
れ
な
い
ま
ま
で

あ
る
︒
た
だ
︑
テ
キ
ス
ト
の
⽬
的
を
問
う
こ
と
は
︑
最
初
の
問
い
を
別
の

⾯
か
ら
⾔
い
換
え
た
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
受
講
者
が

活
動
中
に
抱
い
た
不
安
な
感
情
を
受
け
⽌
め
る
問
答
を
閉
じ
︑
再
び
本
来

の
検
討
課
題
に
戻
す
質
問
で
あ
る
︒ 

0:28

 
受
講
者
三
四
 

⾃
分
の
か
い
た
線
を
⾒
て
︑
⾃
分
が
そ
の
⾔
葉
︑

例
え
ば
ダ
イ
ナ
ミ
¼
ク
な
線
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
わ
か
&
た
︒ 

 
こ
れ
も
︑⾃
分
の
経
験
を
語
&
て
は
い
る
が
︑ク
レ
�
の
⽬
的
は
何
か
︑

と
い
う
質
問
に
直
接
答
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒あ
え
て
解
釈
す
れ
ば
︑

⾔
葉
に
対
す
る
⾃
分
の
認
識
に
気
づ
く
た
め
︑
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒ 

0:30

 
講
師
 
ク
レ
�
の
⾔
葉
を
紹
介
︒グ
ラ
フ
�
¼
ク
の
形
の
要
素
は
︑

点
︑
線
的
︑
平
⾯
的
︑
空
間
的
エ
ネ
ル
ギ
�
で
あ
る
こ
と
︒
具
体
的
に
表

す
対
象
に
関
係
な
く
線
で
何
か
を
表
出
で
き
る
こ
と
︒
紙
の
上
で
出
で
き

る
散
歩
の
過
程
が
重
要
で
︑
最
後
に
で
き
あ
が
&
た
も
の
は
重
要
で
は
な

い
こ
と
︒ 

講
師
 
ク
レ
�
の
理
論
と
実
際
は
⼀
致
し
な
い
例
を
⽰
す
︒
ク
レ
�
︽
建

設
地
のL

と
い
う
場
所
︾
ス
ラ
イ
ド
投
影
︒
質
問
﹁
こ
の
絵
は
︑
私
た
ち

が
先
ほ
ど
⼝
述
し
た
こ
と
の
︑
何
を
思
い
起
こ
さ
せ
ま
す
か
？
﹂
間
︒ 

受
講
者
か
ら
の
答
え
を
待
&
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
だ
れ
か
ら
も
返
答
は
な

い
︒ 

0:33

 
講
師
 

画
⾯
の
中
に
描
か
れ
た
も
の
を
指
摘
し
て
い
く
︒散
歩
道
︑

分
か
れ
道
︑
建
物
︑
⽊
︑
区
画
整
理
さ
れ
た
場
所
︑
耕
作
地
︑
⽂
字
︑
⽮

印
︑
等
々
︒
⼝
述
テ
キ
ス
ト
と
並
⾏
す
る
も
の
が
あ
る
が
︑
他
⽅
で
全
く

異
な
&
て
い
る
こ
と
を
指
摘
︒
例
え
ば
︑
平
⾯
に
お
け
る
釣
り
合
い
の
と

れ
た
配
置
︒ 

0:37

 
講
師
 

作
品
制
作
の
指
⽰
︒
ク
レ
�
の
作
業
⽅
法
︑
あ
る
い
は
エ

ル
ン
ス
ト
の
作
業
⽅
法
に
従
&
て
︑
制
作
を
す
る
よ
う
に
︒
フ
�
ン
タ
ス

テ
�
¼
ク
な
︑
連
想
を
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
︒
⽔
彩
︑
デ
カ
ル
コ

マ
ニ
�
︑
フ
ロ
¼
タ
�
ジ
�
で
も
よ
い
︒ 

 
講
師
の
問
い
︑
す
な
わ
ち
︑
ク
レ
�
が
テ
キ
ス
ト
を
﹃
創
造
的
告
⽩
﹄

と
名
付
け
た
理
由
︑
ま
た
︑
テ
キ
ス
ト
の
⽬
的
に
つ
い
て
の
答
え
は
︑
受

講
者
の
側
か
ら
は
あ
ま
り
活
発
に
は
出
な
か
&
た
︒講
師
が
伝
え
た
の
は
︑

対
象
を
具
体
的
に
再
現
し
な
い
で
線
で
何
か
を
表
現
で
き
る
こ
と
と
︑
結

果
と
し
て
の
作
品
よ
り
認
識
の
過
程
を
重
視
す
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
&

た
︒ 

 
制
作
へ
の
指
⽰
で
︑
ク
レ
�
も
し
く
は
エ
ル
ン
ス
ト
の
﹁
作
業
⽅
法
﹂

に
従
&
て
︑
と
い
う
条
件
を
与
え
た
が
︑
そ
の
際
に
﹁
作
業
⽅
法
﹂
と
い

う
⽤
語
の
指
す
⼀
般
的
内
容
が
︑
受
講
者
に
明
ら
か
で
あ
&
た
か
ど
う
か

は
疑
問
で
あ
る
︒
そ
の
定
義
は
︑
例
え
ば
︑
技
法
だ
け
で
は
な
く
︑
画
家

が
⾃
分
の
制
作
に
お
い
て
設
定
す
る
︑
制
作
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
を
貫
く
基

本
原
則
の
よ
う
な
も
の
︑
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
よ
り
個

別
的
に
︑
ク
レ
�
あ
る
い
は
エ
ル
ン
ス
ト
の
﹁
作
業
⽅
法
﹂
が
︑
こ
れ
ま

で
の
授
業
で
明
ら
か
に
な
&
た
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
あ
と
制
作
︑
そ
し
て

受
講
者
の
作
品
を
掲
⽰
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
に
よ
る
解
説
が
語
ら
れ

た
︒
解
説
の
観
点
は
様
々
で
あ
る
が
︑
記
録
に
残
る
作
品
と
そ
の
裏
に
書

か
れ
た
コ
メ
ン
ト
と
も
あ
わ
せ
て
︑受
講
者
が
こ
の
授
業
か
ら
︑ク
レ
�
︑
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エ
ル
ン
ス
ト
の
ど
の
よ
う
な
観
点
を
﹁
作
業
⽅
法
﹂
と
し
て
︑
あ
る
い
は

芸
術
に
近
づ
く
た
め
の
道
程
と
し
て
採
⽤
し
て
い
る
か
︑
具
体
的
に
⽰
す

も
の
と
な
&
て
い
る
︒ 

 
 
四
 

芸
術
形
式
間
の
相
互
浸
透 

 
第
⼆
コ
�
ス
で
⾏
わ
れ
た
実
演
授
業
の
う
ち
︑
⼀
⽇
⽬
の
︑
作
品
を
⾒

た
連
想
か
ら
物
語
を
創
作
す
る
活
動
は
︑
⼤
き
な
成
功
を
収
め
た
と
い
&

て
よ
い
︒
適
切
な
作
品
選
択
と
︑
多
様
な
解
釈
を
促
す
講
師
と
の
対
話
︑

そ
し
て
物
語
創
作
を
通
し
て
作
品
世
界
と
⾃
⼰
の
内
部
に
沈
潜
す
る
か
け

が
え
の
な
い
時
間
と
そ
れ
ら
を
共
有
す
る
朗
読
の
時
間
︒
こ
れ
ら
適
切
に

計
画
さ
れ
た
学
習
過
程
が
受
講
者
の
真
剣
に
求
め
る
姿
勢
を
⼗
分
に
刺
激

し
︑﹁
詩
的
潜
在
⼒
﹂﹁
哲
学
的
刺
激
﹂
に
満
ち
て
い
る
と
講
師
が
感
嘆
し

た
と
お
り
︑﹁
冒
険
﹂
は
新
た
な
成
果
を
こ
の
場
に
現
出
さ
せ
た
︒ 

 
⼀
⽇
⽬
の
⼣
⽅
︑
ク
レ
�
の
⽂
章
を
⼝
述
し
て
描
画
の
散
歩
を
⾏
う
授

業
で
は
︑
冒
険
の
跳
躍
度
は
さ
ら
に
⾼
く
な
&
た
が
︑
そ
の
た
め
に
受
講

者
の
中
に
⽣
じ
る
多
少
の
困
惑
な
ど
に
は
︑
講
師
の
側
で
は
全
く
動
ず
る

こ
と
な
く
︑
悠
々
と
指
導
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
⾒
え
た
︒
そ
う
し
た
⼩

さ
な
障
害
な
ど
は
︑
冒
険
を
す
る
か
ら
に
は
︑
す
で
に
予
想
の
範
囲
内
で

あ
る
︑
と
で
も
い
う
よ
う
な
態
度
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ク
レ
�
の
⽂
章

と
実
際
の
彼
の
描
画
の
間
に
⽣
じ
て
い
る
懸
隔
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
︑
講
師
の
意
図
と
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
者
の
理
解
と
︑
そ

し
て
そ
こ
で
発
⽣
す
る
描
画
体
験
と
の
間
の
接
近
と
不
⼀
致
と
の
引
き
起

こ
す
多
少
の
幻
惑
感
を
も
︑
作
品
へ
の
接
近
と
い
う
共
通
課
題
に
よ
&
て

共
有
さ
れ
る
学
習
空
間
の
特
質
を
⽰
す
も
の
と
し
て
理
解
す
れ
ば
興
味
深

い
︒
た
だ
し
︑
リ
¼
ペ
の
⽂
章
を
も
と
に
︑
多
様
な
作
品
解
釈
を
⽣
み
出

す
こ
と
の
意
義
を
学
習
し
た
昼
間
の
内
容
と
は
異
な
り
︑﹁
作
業
⽅
法
﹂
の

経
験
と
理
解
と
い
う
テ
�
マ
の
意
義
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
受
講
者
に
任
せ
た
部
分
が
⼤
き
く
︑
明
確
な
共

通
理
解
を
打
ち
⽴
て
る
過
程
に
ま
で
あ
え
て
進
ま
な
か
&
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
今
後
︑
私
た
ち
が
今
回
の
よ
う
な
展
開
を
基
本
に
し
た
学
習
活
動

を
計
画
す
る
場
合
︑
拡
散
し
た
活
動
を
収
束
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

る
な
ら
ば
︑例
え
ば
︑受
講
者
の
作
品
の
解
説
を
す
る
時
間
に
お
い
て
も
︑

ど
の
よ
う
な﹁
作
業
⽅
法
﹂の
解
釈
が
彼
ら
の
制
作
に
影
響
を
与
え
た
か
︑

を
⾒
い
だ
す
こ
と
に
︑
よ
り
絞
り
込
ん
で
い
く
可
能
性
も
追
究
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
︒ 

 
⼆
⽇
⽬
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
は
︑
本
論
⽂
で
は
授
業
展
開
に
即
し
た

分
析
を
⽰
さ
な
か
&
た
が
︑
授
業
展
開
の
﹁
冒
険
﹂
的
度
合
い
は
︑
⼀
⽇

⽬
よ
り
も
さ
ら
に
⾼
め
ら
れ
て
い
た
︑
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
︒
ま
た
︑
学
習
計
画
上
も
︑
必
然
的
な
配
置
で
あ
る
︒
午
前
中
は
︑

ス
ラ
イ
ド
を
⽤
い
て
︑
講
師
と
受
講
者
と
の
対
話
に
よ
&
て
作
品
を
探
索

し
て
い
く
活
動
に
す
べ
て
が
あ
て
ら
れ
た
︒
発
問
は
絵
の
中
に
認
め
ら
れ

る
事
実
の
指
摘
か
ら
始
ま
り
︑
そ
の
後
︑
作
品
に
表
れ
た
﹁
動
き
﹂
と
造

形
的
表
現
⼿
段
の
関
係
を
中
⼼
と
し
た
問
い
へ
と
発
展
し
て
い
く
︑
と
い

う
流
れ
を
⾒
る
こ
と
が
で
き
る
︒講
師
側
の
学
習
計
画
と
し
て
は
︑﹁
動
き
﹂

に
関
す
る
考
察
か
ら
︑﹁
踊
り
﹂
と
い
う
⾏
為
を
介
し
た
⾝
体
感
覚
と
造
形

表
現
と
の
関
係
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
意
図
が
⾒
て
取
れ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
受
講
者
が
そ
の
時
々
に
絵
の
中
に
読
み
と
る
観
点
は
多
様
で
あ
り
︑
必

ず
し
も
授
業
計
画
や
講
師
の
発
問
に
対
応
し
た
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
︒

第
⼀
⽇
⽬
の
授
業
で
す
で
に
強
調
し
た
よ
う
に
︑
作
品
解
釈
の
多
様
性
⾃

体
は
歓
迎
し
な
が
ら
も
︑﹁
動
き
﹂̶

﹁
踊
り
﹂
と
い
う
授
業
の
主
要
な
展

開
過
程
を
維
持
す
る
上
で
︑
対
象
と
し
た
作
品
の
選
択
は
︑
⼤
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
特
に
︑
午
前
の
部
の
最
後
︑
ド
ロ
�
ネ
�

の
決
闘
に
関
連
す
る
作
品
は
︑探
索
の
過
程
で
様
々
に
拡
散
し
た
観
点
を
︑

﹁
踊
り
﹂
を
連
想
さ
せ
る
環
境
設
定
︑
⾊
の
⽤
い
⽅
と
リ
ズ
ム
の
発
⽣
な

ど
を
指
摘
し
な
が
ら
絞
り
込
む
上
で
︐
適
切
な
選
択
で
あ
&
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
︒ 
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午
後
は
︑
ス
ラ
イ
ド
で
提
⽰
さ
れ
た
作
品
を
も
と
に
︑
同
じ
よ
う
な
ポ

�
ズ
を
と
&
て
み
た
り
︑
即
興
的
に
踊
&
て
み
た
り
す
る
活
動
を
⾏
&
た

が
︑
こ
れ
は
こ
の
コ
�
ス
中
で
︑
も
&
と
も
冒
険
度
の
⾼
い
試
み
で
あ
&

た
と
い
&
て
も
過
⾔
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
受
講
者
の
⼤
多
数
は
美
術
教

育
関
係
者
で
あ
り
︑
作
品
に
表
現
さ
れ
た
ポ
�
ズ
を
実
演
す
る
学
習
に
つ

い
て
は
︑
お
そ
ら
く
⾒
聞
し
た
か
実
施
し
て
み
た
経
験
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
︒
ま
た
︑
何
⼈
か
の
受
講
者
の
発
⾔
に
も
⾒
ら
れ
た
と
お
り
︑
舞
踏
に

関
⼼
を
も
&
た
り
︑
実
⽣
活
で
踊
り
を
実
践
し
た
り
し
て
い
る
⽅
々
も
含

ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
受
講
者
の
受
講
動
機
や
参
加
意
識

も
⾮
常
に
⾼
い
も
の
で
あ
&
た
か
ら
︑
突
然
︑
多
数
の
受
講
者
の
前
で
踊

る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
も
︑
積
極
的
に
貢
献
す
る
⽅
々
が
お
ら
れ
た
こ
と

は
︑
不
思
議
で
は
な
い
︒
こ
の
︑
踊
り
を
通
し
て
作
品
世
界
を
探
究
す
る

経
験
は
︑
お
そ
ら
く
第
⼆
⽇
⽬
の
学
習
計
画
で
︑
も
&
と
も
重
要
な
役
割

を
果
た
す
時
間
で
あ
&
た
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
以
前
の
作
品
探
究
と
︑

こ
れ
以
降
の
作
品
制
作
と
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
⼩
論
の
冒

頭
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
⽇
常
的
な
経
験
︑
予
測
可
能
な
経
験
を
脱
し
︑
新

た
な
⽬
で
芸
術
の
役
割
を
認
識
す
る
た
め
に
︑
⾃
ら
の
⾝
体
を
動
か
し
な

が
ら
感
覚
を
味
わ
う
こ
と
は
︑
実
は
⾮
常
に
⼤
切
な
役
割
を
果
た
す
は
ず

で
あ
&
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 
第
⼀
⽇
⽬
の
学
習
計
画
で
は
︑
受
講
者
が
⼀
⼈
ひ
と
り
⾃
ら
考
え
︑
そ

れ
を
表
現
し
て
共
有
す
る
機
会
は
︑
作
品
制
作
以
前
に
︑
物
語
創
作
と
い

う
活
動
を
通
じ
て
⼗
分
に
確
保
さ
れ
て
い
た
︒
第
⼆
⽇
⽬
の
﹁
踊
り
﹂
に

つ
い
て
は
︑
限
ら
れ
た
時
間
・
空
間
の
中
で
︑
実
際
に
は
物
語
創
作
ほ
ど

の
根
本
的
な
作
⽤
を
授
業
展
開
と
受
講
者
の
内
⾯
に
及
ぼ
す
ま
で
に
は
⾄

ら
な
か
&
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
評
価
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
過
程
の
重
要

さ
を
⼗
分
に
認
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
困
難
で
は
あ
る
が
︑
こ
の
学
習
展

開
の
計
画
を
よ
り
丁
寧
に
︑
⼀
⼈
ひ
と
り
が
よ
り
参
加
意
識
を
も
て
る
よ

う
な
環
境
設
定
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
踊
り
に

抵
抗
の
少
な
い
受
講
者
か
ス
タ
¼
フ
に
依
頼
し
て
︑
作
品
を
元
に
し
た
踊

り
を
即
興
で
準
備
し
て
も
ら
い
︑
授
業
時
に
は
複
数
の
作
品
を
受
講
者
に

⾒
せ
て
︑
ダ
ン
サ
�
が
ど
の
作
品
を
元
に
踊
り
を
創
作
し
た
か
を
⼀
緒
に

探
る
︑
と
い
う
活
動
は
︑
美
術
作
品
に
お
け
る
造
形
⼿
段
と
︑
そ
れ
を
受

け
取
&
た
⾝
体
感
覚
へ
の
変
換
が
ど
の
よ
う
に
⾏
わ
れ
た
か
に
関
⼼
を
向

け
る
経
験
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
時
間
と
場

所
が
許
せ
ば
︑
こ
の
時
間
は
⼩
グ
ル
�
プ
で
の
ワ
�
ク
シ

¼
プ
に
向
く

内
容
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
グ
ル
�
プ
内
で
舞
台
監
督
と
俳
優
を
決
め
︑
作

品
の
ポ
�
ズ
を
含
む
世
界
を
︑
必
要
な
ら
ば
動
き
や
時
間
的
展
開
を
含
め

て
演
じ
る
︑
と
い
う
活
動
を
グ
ル
�
プ
ご
と
に
全
員
に
披
露
す
る
の
で
あ

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
次
に
︑
美
術
作
品
を
も
と
に
踊
り
を
演
じ
る
と
い

う
経
験
を
位
置
づ
け
る
︒
そ
の
際
も
︑
グ
ル
�
プ
全
員
で
相
談
し
な
が
ら

ひ
と
つ
の
演
技
を
即
興
的
に
作
る
こ
と
で
︑
⼀
⼈
で
突
然
歌
&
た
り
踊
&

た
り
す
る
よ
う
な
場
合
に
⽐
較
し
て
︑
緊
張
感
や
抵
抗
感
は
薄
れ
︑
む
し

ろ
グ
ル
�
プ
内
で
認
め
あ
う
経
験
が
︑
活
動
の
喜
び
を
促
進
す
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
︒
ま
た
︑
あ
る
程
度
成
熟
し
た
⼩
グ
ル
�
プ
が
形
成
さ
れ
て

き
た
ら
︑
そ
の
グ
ル
�
プ
の
輪
の
中
で
個
⼈
が
踊
り
を
表
現
す
る
こ
と
も

可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒ 

 
こ
こ
ま
で
︑
無
意
識
と
⾝
体
感
覚
と
い
う
領
域
を
通
過
し
な
が
ら
︑
視

覚
芸
術
へ
の
よ
り
深
い
ア
プ
ロ
�
チ
を
経
験
す
る
﹁
冒
険
﹂
と
し
て
︑
こ

の
第
⼆
コ
�
ス
の
授
業
が
も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
︒
そ
の

上
で
改
め
て
指
摘
し
た
い
こ
と
は
︑
こ
の
ア
プ
ロ
�
チ
が
︑
物
語
の
創
作

︵
⽂
学
︶
と
︑
舞
踏
と
い
う
︑
現
代
の
⼀
般
的
観
点
で
は
︑
視
覚
芸
術
と

は
独
⽴
し
た
︑
別
個
の
芸
術
形
式
を
⽤
い
て
い
る
︑
と
い
う
点
で
あ
る
︒

絵
画
が
刺
激
と
な
&
て
解
放
さ
れ
た
無
意
識
の
経
験
が
⽂
学
的
形
式
で
表

現
さ
れ
︑
そ
れ
が
聴
衆
に
共
有
さ
れ
て
︑
も
と
の
絵
画
世
界
を
よ
り
豊
潤

な
も
の
へ
と
変
え
て
い
く
︒
ま
た
︑
彫
刻
や
絵
画
が
⾝
体
感
覚
や
動
き
を

刺
激
し
︑
舞
踏
と
し
て
解
放
さ
れ
︑
そ
の
経
験
を
も
と
に
あ
ら
た
な
絵
画
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表
現
へ
の
展
開
を
⽰
唆
す
る
︒
こ
れ
ら
の
経
験
は
︑
単
に
絵
か
ら
思
&
た

こ
と
を
⾔
葉
で
説
明
し
た
と
か
︑
絵
の
中
の
動
き
を
演
じ
て
み
た
と
か
い

う
よ
う
な
︑
⼆
次
的
な
レ
ベ
ル
で
⾔
葉
や
⾝
体
を
⽤
い
る
の
で
は
な
い
︒

⾔
葉
そ
の
も
の
︑
⾝
体
表
現
そ
の
も
の
が
︑
た
と
え
即
興
的
で
初
歩
的
な

も
の
だ
&
た
と
し
て
も
︑
独
⾃
の
作
⽤
を
も
つ
芸
術
形
式
と
し
て
の
世
界

と
作
⽤
を
も
&
て
い
る
︒
も
と
よ
り
︑
古
来
︐
祭
り
や
儀
式
と
⼀
体
と
な

&
て
⾏
わ
れ
て
き
た
諸
芸
術
の
作
⽤
に
思
い
を
い
た
し
て
み
る
な
ら
ば
︑

現
代
で
は
分
断
さ
れ
て
い
る
諸
芸
術
形
式
間
の
相
互
作
⽤
と
い
う
︑
よ
り

根
本
的
な
問
題
を
も
⽰
唆
す
る
観
点
で
あ
る
と
思
う
︒美
術︵
視
覚
芸
術
︶︑

物
語
︵
⽂
学
・
⾔
語
芸
術
︶︑
舞
踏
︵
⾝
体
芸
術
︶
な
ど
︑
諸
表
現
形
式
間

の
複
合
感
覚
を
⽤
い
た (interm

odal)

経
験
が
︑
学
習
者
の
内
⾯
と
美
術

学
習
の
過
程
に
及
ぼ
す
作
⽤
に
つ
い
て
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
︐
本
事
例

の
提
起
す
る
課
題
の
⼀
つ
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒ 

 

 
五
 

ま
と
め
と
課
題 

 
筆
者
は
本
共
同
研
究
で
は
主
と
し
て
第
⼆
コ
�
ス
の
分
析
と
考
察
を
担

当
し
た
が
︐
本
研
究
の
主
要
課
題
で
あ
る
﹁
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
﹂
と
い

う
観
点
か
ら
こ
の
授
業
を
あ
ら
た
め
て
と
ら
え
直
し
て
み
る
と
︐
統
合
を

図
る
以
前
に
︐
鑑
賞
と
表
現
が
分
裂
し
た
状
態
を
想
定
し
が
た
い
︐
と
い

う
⾒
解
が
得
ら
れ
る
︒
美
術
作
品
を
⾒
て
語
る
学
習
活
動
も
︐
各
受
講
者

が
提
⽰
さ
れ
た
課
題
を
出
発
点
に
そ
れ
ぞ
れ
の
発
想
で
作
品
を
制
作
す
る

学
習
活
動
も
︐あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
分
類
し
が
た
い
学
習
活
動︵
美

術
作
品
を
も
と
に
物
語
を
作
る
活
動
は
︐
⽂
学
表
現
で
あ
り
な
が
ら
︐
美

術
作
品
の
解
釈
の
側
⾯
を
も
&
て
い
る
︒舞
踏
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
︶も
︐

す
べ
て
美
術
を
探
究
す
る
学
習
の
諸
側
⾯
の
⼀
つ
と
し
て
作
⽤
す
る
︒
そ

れ
ら
が
⼀
貫
し
て
⼀
つ
の
学
習
活
動
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
︐
形
式

上
の
い
わ
ゆ
る
﹁
鑑
賞
﹂
活
動
は
﹁
表
現
﹂
活
動
に
と
&
て
︐
ま
た
逆
に

い
わ
ゆ
る
﹁
表
現
﹂
活
動
は
﹁
鑑
賞
﹂
活
動
に
と
&
て
︐
互
い
に
⽋
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
&
て
い
る
︒
狭
い
意
味
で
い
え
ば
美
術
の
﹁
鑑

賞
﹂
で
も
﹁
表
現
﹂
で
も
な
い
物
語
創
作
や
舞
踏
と
い
う
過
程
が
︐
⼀
連

の
指
導
計
画
の
中
で
必
須
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
本
コ
�

ス
に
対
す
る
考
察
は
︐
こ
う
し
た
統
合
状
態
の
性
質
を
⼀
層
明
ら
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒ 

 
現
代
の
我
が
国
の
美
術
教
育
に
お
い
て
︐
な
ぜ
改
め
て
鑑
賞
と
表
現
の

統
合
が
課
題
と
さ
れ
る
の
か
︒
諸
説
は
⽴
て
う
る
で
あ
ろ
う
が
︐
筆
者
の

こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
は
︐
我
が
国
の
美
術
教
育
に
特
徴
的
な
鑑
賞
と
表

現
の
分
裂
状
態
は
︐
学
校
で
制
作
さ
れ
る
作
品
の
技
術
的
卓
越
性
に
も
関

わ
ら
ず
︐
芸
術
活
動
の
社
会
的
意
味
を
︐
将
来
の
社
会
構
成
員
で
あ
る
学

習
者
の
内
⾯
に
経
験
と
し
て
確
⽴
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
︐
結
果
的
に
︐

我
が
国
の
芸
術
と
そ
れ
を
⽀
援
す
る
環
境
の
成
熟
を
妨
げ
て
い
る
︐
と
い

う
⾒
解
を
提
⽰
し
て
お
き
た
い
︵
３
︶︒
  

 
た
だ
し
︐
美
術
教
育
の
学
習
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
分
裂
状
態
の
解
消
と

い
う
課
題
は
︐
新
し
い
問
題
で
は
な
い
︒
例
え
ば
す
で
に
⼀
九
⼋
〇
年
代

の
我
が
国
で
も
︐藤
江
充
⽒
が
国
内
外
の
研
究
成
果
を
参
照
し
な
が
ら﹁
表

現
・
鑑
賞
を
含
め
た
美
術
に
関
す
る
綜
合
的
な
活
動
﹂
と
し
て
︐﹁
美
術
す

る
こ
と
﹂
と
い
う
鍵
概
念
の
も
と
に
︐
感
性
的
認
識
と
技
能
と
い
う
⼆
つ

の
側
⾯
を
統
合
す
る
あ
り
⽅
を
提
唱
し
た
こ
と
な
ど
︵
４
︶︐
今
⽇
の
課
題

を
再
認
識
す
る
上
で
重
要
な
先
⾏
研
究
の
意
義
を
⾒
逃
し
て
は
な
ら
な
い
︒ 

 
最
後
に
︐
本
研
究
の
共
通
課
題
で
あ
る
︐
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
と
い
う

観
点
か
ら
︐
主
と
し
て
こ
れ
か
ら
の
教
育
者
養
成
に
関
連
し
て
具
体
的
な

課
題
と
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
︒
第
⼀
に
︐
今

後
の
教
育
者
養
成
に
お
い
て
は
︐
で
き
る
限
り
鑑
賞
と
表
現
の
学
習
を
分

離
し
た
領
域
と
し
て
扱
わ
な
い
︐
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
慎
重

な
配
慮
を
必
要
と
す
る
︒
ま
ず
︐
す
で
に
初
期
教
師
教
育
を
終
え
た
現
職

教
師
等
に
関
し
て
は
︐統
合
的
な
⽅
法
論
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
た
め
︐

﹁
鑑
賞
﹂
領
域
を
表
⽰
し
な
い
こ
と
が
従
来
の
制
作
指
導
偏
重
を
助
⻑
す
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る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
点
に
⼗
分
注
意
す
る
こ
と
︒
ま
た
︐
新
し

く
教
職
課
程
を
学
ぶ
学
⽣
に
関
し
て
は
︐
第
⼆
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
観

点
を
⼗
分
に
研
修
さ
せ
︐
統
合
的
な
⽅
法
論
を
⾃
明
の
も
の
と
し
て
基
礎

づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
計
画
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒ 

 
第
⼆
に
︐
諸
芸
術
形
式
間
の
相
互
浸
透
の
効
果
を
積
極
的
に
探
る
こ
と
で

あ
る
︒
狭
義
の
﹁
鑑
賞
﹂̶

﹁
表
現
﹂
と
い
う
分
⽴
を
回
避
す
る
上
で
︐
例

え
ば
⽂
学
的
表
現
や
舞
踏
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
は
︐
本
論
で

指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
視
覚
芸
術
は
そ
の
特
性
を
⽣
か
し
て
︐
諸
形
式

間
の
循
環
に
お
け
る
軸
ま
た
は
結
節
点
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︐
拡
⼤
解
釈
す
れ
ば
遊
び
や
ゲ
/
ム
の
よ
う
な
︐
⽇
常
の

認
識
過
程
を
揺
り
動
か
す
経
験
は
︐
芸
術
諸
形
式
間
の
関
係
と
類
似
し
た
効
果

を
も
つ
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
︐
こ
れ
ら
を
積
極
的
に
活
⽤
し
た
学
習
⽀
援

⽅
法
の
開
発
を
試
み
た
い
︒
 
  

 
第
三
に
︐
芸
術
⽂
化
の
内
容
に
⽴
脚
し
た
カ
リ
キ
�
ラ
ム
編
成
を
⾏
う

こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︐
筆
者
が
以
前
に
試
み
た
︐
モ
ノ
プ
リ
ン
ト
の
技

法
に
よ
る
感
情
伝
達
の
実
験
的
な
学
習
を
︐
抽
象
表
現
主
義
等
と
の
関
連

で
⾏
う
と
い
う
試
み
も
そ
の
⼀
端
で
あ
る
︵
５
︶︒
も
ち
ろ
ん
︐
常
に
何
か

特
定
の
美
術
様
式
を
も
ち
い
て
制
作
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
わ
け
で
は
な

い
︒
学
習
の
成
熟
し
た
段
階
で
は
︐
よ
り
広
い
表
現
の
様
式
の
中
か
ら
︐

学
習
者
⾃
⾝
が
選
択
し
た
り
創
案
し
た
り
す
る
活
動
を
⾏
う
べ
き
で
あ
る

が
︐
そ
の
際
で
も
︐
既
存
の
⽂
化
か
ら
の
⽅
法
論
と
全
く
関
連
づ
け
な
い

こ
と
は
︐
か
え
&
て
学
習
者
の
無
⾃
覚
な
様
式
の
模
倣
を
助
⻑
し
︐
気
づ

か
な
い
ま
ま
に
﹁
偽
り
の
⾃
由
表
現
﹂︵
６
︶
へ
と
陥
る
可
能
性
が
あ
る
︒

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
︐
想
像
⼒
と
物
質
的
素
材
の
有
機
的
結

合
が
︐
精
神
的
意
味
を
も
つ
芸
術
表
現
と
し
て
成
⽴
す
る
た
め
に
は
︐
何

ら
か
の
⽅
式
に
よ
&
て
現
実
の
⽇
常
世
界
と
は
独
⽴
し
た
領
域
を
そ
こ
に

発
⽣
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
﹁
何
ら
か
の
⽅
式
﹂
が
︐
様
式
と
呼
ば

れ
た
り
︐
様
式
の
打
破
と
呼
ば
れ
た
り
︐
⽅
法
論
と
呼
ば
れ
た
り
︐﹁
作
業

⽅
法
﹂と
呼
ば
れ
る
も
の
の
役
割
で
あ
る
︒こ
う
し
た
こ
と
へ
の
認
識
が
︐

美
術
の
社
会
的
機
能
を
経
験
的
に
学
ぶ
上
で
重
要
な
要
素
と
な
&
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

 
第
四
に
︐﹁
美
術
に
つ
い
て
語
る
こ
と
﹂
の
ト
レ
�
ニ
ン
グ
で
あ
る
︒
美

術
の
専
⾨
教
育
を
受
け
る
学
⽣
は
︐
⾔
葉
で
語
る
こ
と
が
実
技
制
作
の
妨

げ
に
な
る
と
い
う
先
⼊
観
を
い
つ
の
間
に
か
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が

あ
る
︒
こ
う
し
た
先
⼊
観
を
打
破
す
る
た
め
に
は
︐
早
期
か
ら
の
継
続
的

な
学
習
経
験
が
不
可
⽋
で
あ
る
︒
筆
者
の
担
当
す
る
教
職
課
程
で
は
︐
科

⽬
ご
と
に
そ
う
し
た
機
会
を
重
点
的
に
設
け
る
よ
う
に
計
画
し
て
い
る
︒

美
術
批
評
学
習
に
お
け
る
厳
格
な
﹁
記
述
﹂﹁
分
析
﹂
等
の
訓
練
が
単
調
で

あ
る
な
ら
ば
︐
ゲ
�
ム
を
活
⽤
し
て
み
る
の
も
よ
い
︒
例
え
ば
学
部
⽣
向

け
の
あ
る
科
⽬
で
は
︐﹁
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ト
�
ク
﹂
と
称
し
て
︐
⼆
⼈
組
に

な
&
て
絵
の
前
に
⽴
ち
︐
⽬
隠
し
を
し
た
⼀
⼈
の
学
⽣
に
も
う
⼀
⼈
が
絵

の
様
⼦
を
語
&
て
聞
か
せ
る
と
い
う
活
動
を
導
⼊
し
て
い
る
︒
⽬
隠
し
を

し
た
学
⽣
が
絵
の
様
⼦
を
⼗
分
に
イ
メ
�
ジ
で
き
な
け
れ
ば
︐
語
り
⼿
に

質
問
し
て
よ
い
︒
質
問
が
な
く
な
れ
ば
︐
語
り
⼿
か
︐
も
し
く
は
⼀
緒
に

観
察
し
て
い
た
グ
ル
�
プ
の
学
⽣
が
聞
き
⼿
の
イ
メ
�
ジ
の
中
の
絵
に
つ

い
て
質
問
す
る
︒
双
⽅
が
︐
絵
に
つ
い
て
⾔
葉
で
記
述
す
る
上
で
の
盲
点

に
つ
い
て
気
づ
く
こ
と
が
で
き
る
︒
最
後
に
⽬
隠
し
を
取
&
た
と
き
の
想

像
と
実
際
の
絵
と
の
⽐
較
は
ま
た
︐
新
鮮
な
発
⾒
で
あ
る
︒ 

 
第
五
に
︐
グ
ル
�
プ
・
ワ
�
ク
の
⼒
を
活
⽤
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
筆
者

の
担
当
す
る
あ
る
授
業
で
は
︐
社
会
に
お
け
る
美
術
教
育
活
動
を
⽀
援
す

る
プ
ロ
ジ
�
ク
ト
を
グ
ル
�
プ
単
位
で
企
画
し
︐
提
案
に
ま
と
め
る
活
動

を
⾏
&
て
い
る
︒
美
術
館
等
の
展
覧
会
活
動
を
実
地
に
調
査
し
︐
⼀
般
の

来
館
者
や
⼦
ど
も
た
ち
な
ど
の
視
点
か
ら
評
価
し
︐
課
題
を
指
摘
し
︐
実

現
可
能
で
か
つ
斬
新
な
改
善
案
や
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
⽰
す
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︐
美
術
専
⾨
家
以
外
の
観
衆
の
視
点
に
⽬
を

向
け
る
こ
と
︐
芸
術
に
つ
い
て
説
明
し
た
り
解
釈
し
た
り
討
論
し
た
り
す
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る
こ
と
︐
わ
か
り
や
す
く
語
り
︐
⽰
し
︐
理
解
を
得
る
こ
と
︐
グ
ル
�
プ

内
で
意
⾒
を
調
整
し
︐
役
割
を
⽣
か
し
て
責
任
を
果
た
す
こ
と
な
ど
を
経

験
し
︐
美
術
と
学
校
あ
る
い
は
⼀
般
の
⼈
々
と
を
結
び
︐
⽀
援
し
て
い
く

視
点
を
育
て
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
グ
ル
�
プ
ワ
�
ク
は
︐
社
会
的
な
組

織
に
お
い
て
は
当
然
の
活
動
形
態
で
あ
る
が
︐
美
術
の
専
⾨
家
養
成
の
課

程
で
は
︐
学
年
進
⾏
と
共
に
⼀
層
︐
個
⼈
の
仕
事
の
中
に
沈
潜
し
て
い
く

傾
向
が
あ
る
の
で
︐
こ
う
し
た
学
習
は
貴
重
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒ 

 
以
上
︐
お
よ
そ
五
点
に
わ
た
&
て
簡
潔
に
指
摘
し
た
諸
課
題
は
︐
本
研

究
を
主
要
な
契
機
と
し
て
︐
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
⽇
本
お
よ
び
英
国
に
お

け
る
美
術
教
育
⽅
法
史
と
カ
リ
キ
�
ラ
ム
の
適
⽤
に
関
す
る
研
究
成
果
を

背
景
と
し
な
が
ら
︐
教
育
実
践
の
中
で
浮
上
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
萌
芽

で
あ
り
︐
今
後
の
教
育
研
究
の
中
で
発
展
さ
せ
て
い
く
計
画
で
あ
る
︒ 

 

 
 
 
註 

 
︵
１
︶
平
成
⼗
三
�
⼗
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
⾦ 

基
盤
研
究(B

)(1)

﹁
鑑
賞
と
表
現
の
統
合
を
図
る
美
術
教
育
の
⽅
法
論
に
関
す
る
研
究

̶

ド
イ
ツ
の
後
期
中
等
教
育
に
お
け
る
実
践
事
例
の
分
析
を
踏
ま
え

て̶

﹂︵
研
究
代
表
者
 
堀
典
⼦
︶ 

 
︵
２
︶
本
研
究
に
お
け
る
﹁
第
⼆
コ
�
ス
﹂
を
中
⼼
と
し
た
学
習
⽀
援

活
動
の
検
討
は
︐
厳
密
な
適
⽤
で
は
な
い
が
︐
主
と
し
て
以
下
の
⽂

献
に
よ
る
美
術
批
評
な
ら
び
に
教
育
批
評
の
理
論
と
⽅
法
を
基
礎
と

し
て
い
る
︒ 

 
 Edm

und B
urke Feldm

an, Becom
ing H

um
an T

hrough Art , 
Prentice -H

all Inc., 1970. 

 
 Elliot W

. Eisner, T
he Enlightened Eye: Q

ualitative Inquiry 
and Enhancem

ent of Educational Practice, 
M

acm
illan , 

1991.  

 
︵
３
︶
こ
の
⾒
解
に
つ
い
て
は
︐
主
と
し
て
以
下
の
研
究
の
結
果
を
も

と
に
指
摘
し
た
︒ 

    

直
江
俊
雄
﹁
⽇
本
と
英
国̶

芸
術
と
教
育
の
連
続
性
を
巡
&
て
﹂︵
宮

脇
理
編
﹃
緑
⾊
の
太
陽̶

表
現
に
よ
る
学
校
新
⽣
の
シ
ナ
リ
オ
﹄
国

⼟
社
︐
⼆
〇
〇
〇
年
︶︐
四
五
�
六
⼆
⾴
︒ 

    R
achel M

ason, N
orihisa N

akase, T
oshio N

aoe  , 

“C
raft 

Education at the C
ross R

oads in B
ritain and Japan

”
︐

Journal of M
ulticultural and C

ross- cultural Research in Art 
Education, V

ol. 16, 1998, pp. 7-25.  

 
︵
４
︶
藤
江
充
﹁
美
術
教
育
に
デ
�
ス
プ
リ
ン
は
存
在
す
る
か
？
﹂﹃
愛

知
教
育
⼤
学
研
究
報
告
﹄
三
六
︵
教
育
科
学
編
︶︐
⼀
九
⼋
七
年
︐
⼆

〇
⼀
�
⼆
⼀
三
⾴
︒︵
研
究
成
果
報
告
書
﹃D

B
A

E

の
課
題
と
そ
の

意
義
に
関
す
る
研
究
﹄
⼆
〇
〇
〇
年
に
所
収
︶ 

 
︵
５
︶
直
江
俊
雄
︐﹁
モ
ノ
プ
リ
ン
ト
に
よ
る
抽
象
表
現
﹂︵
東
⼭
明
編

﹃
中
学
校
・
⾼
校
美
術
科
ヒ
¼
ト
教
材
集
 

平
⾯
造
形
編
﹄︵
明
治
図

書
出
版
︐
⼀
九
九
四
年
︶
六
九
⾴
︒ 

 
︵
６
︶
直
江
俊
雄
︐﹃
⼆
⼗
世
紀
前
半
の
英
国
に
お
け
る
美
術
教
育
改
⾰

の
研
究̶

マ
リ
オ
ン
・
リ
チ
P
�
ド
ソ
ン
の
理
論
と
実
践̶

﹄︐︵
建

帛
社
︐
⼆
〇
〇
⼆
年
︶
⼀
五
五
⾴
︒ 

︵
な
お
え
 

と
し
お
︶ 


