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｛
研
究
ノ
ー
ト
一

【
要
旨
］

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
二
○
○
○
年
度
か
ら
段
階
的
に
始
め
ら
れ
た
こ

と
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
以
上
に
博
学
連
携
の
強
化
が
求
め
ら
れ
た
．
そ
こ

で
多
く
の
博
物
館
で
は
、
博
物
館
そ
の
も
の
や
博
物
館
資
料
の
活
用
に
つ
い
て
、

教
員
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
の
講
座
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
が
進
み
、
今
日
ま
で

多
く
の
事
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館

で
は
、
教
員
向
け
の
講
座
と
し
て
、
「
教
員
の
た
め
の
博
物
館
講
座
」
を
毎
年
開

催
し
て
い
る
。
筆
者
は
二
○
一
六
年
度
に
「
幕
末
開
港
期
の
舞
台
・
関
内
と
山
手

を
歩
く
」
を
テ
ー
マ
に
、
「
資
料
の
読
み
取
り
方
」
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
地
域

素
材
で
も
あ
る
博
物
館
資
料
を
教
材
化
す
る
一
例
と
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

を
含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
案
し
、
受
講
者
が
児
童
・
生
徒
の
立
場
に
な
っ
て
そ
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
介

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
「
資
料
に
描
か
れ
た
り
、
写
さ
れ
た

り
し
た
地
点
を
、
幕
末
・
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
絵
地
図
を
使
っ
て
訪
れ
る
」
も

の
で
あ
り
、
事
前
に
資
料
に
見
え
る
場
所
を
推
測
し
て
も
ら
い
、
正
解
を
確
定
し

な
い
中
で
実
際
に
街
を
歩
く
方
法
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
、
推
測
Ⅱ
仮
説
を
自
身
の

観
察
に
よ
り
検
証
す
る
も
の
で
、
移
動
中
の
新
た
な
発
見
や
疑
問
、
課
題
と
は
関

係
の
な
い
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
重
視
し
、
自
ら
気
づ
く
力
を
養

う
う
え
で
も
、
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
横
浜
に
限
ら
ず
、
各
学
校
が
所

在
す
る
地
域
で
の
応
用
が
図
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
一

博
学
連
携
、
地
域
素
材
の
教
材
化
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

博
物
館
資
料
を
活
用
し
た
歴
史
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て

ｌ
「
地
域
素
材
の
教
材
化
」
考
Ｉ

嶋

村

元

宏

博
物
館
に
対
し
、
そ
れ
ま
で
以
上
の
博
学
連
携
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
一
九
九
九
年
に
か
け
て
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
で

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
「
総
合
的
な
学
習
の

時
間
」
は
、
「
横
断
的
・
総
合
的
な
学
習
や
探
求
的
な
学
習
を
通
し
て
、
自
ら
課
題
を

見
付
け
、
自
ら
学
び
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断
し
、
よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す

る
資
質
や
能
力
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
学
び
方
や
も
の
の
考
え
方
を
身
に
付
け
、
問

題
の
解
決
や
探
求
活
動
に
主
体
的
、
創
造
的
、
協
働
的
に
取
り
組
む
態
度
を
育
て
、
自

己
の
生
き
方
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
」
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
お

り
、
き
た
る
べ
き
生
涯
学
習
時
代
に
お
け
る
「
生
き
る
力
」
を
は
ぐ
く
も
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
「
内
容
の
取
扱
い
」
の
一
つ
と
し
て
、
博
物
館
等

（

１

）

の
社
会
教
育
施
設
と
の
連
携
に
も
配
盧
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

当
然
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
新
設
以
前
に
お
い
て
も
、
遠
足
等
の
「
学
校
行

事
」
と
し
て
博
物
館
は
利
用
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
教
員
は
児
童
・
生
徒
を
博

（

２

）

物
館
へ
引
率
し
、
実
質
的
な
学
習
は
、
学
芸
員
へ
任
せ
る
か
、
あ
る
い
は
「
調
べ
学

習
」
と
し
て
児
童
・
生
徒
に
単
に
展
示
を
見
学
さ
せ
、
展
示
解
説
プ
レ
ー
ト
（
以
下
、

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
写
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
が
大
多
数
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
住
々
に
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
、
児
童
・
生
徒
に
何
を

学
ん
で
も
ら
い
た
い
か
と
い
う
こ
と
が
博
物
館
側
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
学

芸
員
は
概
説
的
な
話
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
「
調
べ
学
習
」
で
は
、
教
室
で

、

、

、

、

与
え
ら
れ
た
課
題
の
〃
正
解
″
を
見
付
け
る
た
め
に
、
児
童
・
生
徒
は
資
料
で
は
な

く
、
〃
正
解
″
が
書
か
れ
て
い
そ
う
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
探
す
と
い
う
状
況
が
多
々
見

（

３

）

受
け
ら
れ
た
．

こ
の
よ
う
な
博
物
館
利
用
の
経
験
し
か
持
た
な
い
教
員
に
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時

は
じ
め
に
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間
」
が
新
設
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
博
物
館
利
用
を
期
待
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
そ
れ
ま
で
と
同
様
の
利
用
の
仕
方
が
増
加
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
た
。
そ
の
対
応
策
と
し
て
、
来
館
前
の
事
前
相
談
を
要
求
す
る
博
物
館
が
増

え
る
な
ど
、
現
場
で
の
対
応
が
変
化
し
て
き
た
の
に
加
え
、
博
物
館
側
、
学
校
側
双

方
の
立
場
か
ら
博
学
連
携
に
か
か
わ
る
研
究
も
活
性
化
し
、
博
物
館
資
料
や
展
示
を

（

４

）

活
用
す
る
多
く
の
実
践
事
例
が
報
告
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
教
員
に
博

物
館
そ
の
も
の
や
博
物
館
資
料
に
つ
い
て
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
取
り
組
み
も

（

５

）

数
多
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

当
館
に
お
い
て
も
、
二
○
○
一
年
か
ら
教
育
・
普
及
事
業
の
一
環
と
し
て
、
全
校

種
の
教
員
を
対
象
と
し
て
「
教
員
の
た
め
の
博
物
館
講
座
」
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
。

こ
の
講
座
は
、
教
員
が
参
加
し
や
す
い
夏
休
み
の
時
期
に
一
日
の
日
程
で
三
五
名
程

度
の
受
講
者
に
対
し
、
近
年
は
「
教
科
書
だ
け
で
は
学
べ
な
い
神
奈
川
の
歴
史
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
、
ひ
と
り
あ
る
い
は
複
数
の
学
芸
員
が
担
当
す
る
。
通
常
は
、
館
内

に
お
け
る
座
学
と
実
物
資
料
の
熟
覧
あ
る
い
は
展
示
見
学
を
中
心
と
し
た
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
で
行
わ
れ
る
が
、
筆
者
が
担
当
し
た
二
○
一
六
年
度
は
空
調
設
備
等
の
改
修
工

事
に
む
け
六
月
か
ら
移
転
準
備
を
始
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
展
示
見
学
や
実
物
資

料
の
熟
覧
を
行
え
な
い
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
「
幕
末
開
港
期
の
舞
台
・
関
内
と
山
手

を
歩
く
」
と
題
し
、
座
学
と
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
な
る
構
成
で
実
施
し
た
。
な

お
、
こ
の
講
座
は
、
教
員
が
地
域
素
材
で
も
あ
る
博
物
館
資
料
を
教
材
化
す
る
一
助

と
な
る
よ
う
、
博
物
館
資
料
を
熟
知
す
る
学
芸
員
が
教
材
化
の
一
例
を
紹
介
す
る
も

の
で
あ
り
、
講
座
で
紹
介
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
ま
ま
学
校
現
場
で
実
践
す
る
こ

と
は
想
定
し
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
当
日
の
講
座
の
様
子
、
特
に
筆
者
が
提
案
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
介

す
る
。
当
然
こ
れ
ま
で
博
学
連
携
の
実
践
事
例
に
つ
い
て
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
個

別
具
体
的
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
当
館
も
含
め
そ
の
多
く
は
博
物
館

「
教
員
の
た
め
の
博
物
館
講
座
」
は
、
会
場
の
都
合
並
び
に
講
座
当
日
の
作
業
内
容

の
関
係
か
ら
毎
年
三
五
名
を
募
集
し
て
い
る
。
対
象
は
県
内
・
県
外
を
問
わ
ず
小
学

校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
な
ら
び
に
特
別
支
援
学
校
の
全
校
種
の
教
員
で
あ
り
、
ま

た
教
科
目
に
よ
る
制
限
も
な
い
こ
と
か
ら
歴
史
科
目
以
外
の
教
科
目
を
担
当
す
る
教

員
も
受
講
し
て
い
る
。
受
講
者
は
、
神
奈
川
県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る

初
任
者
や
年
次
経
験
者
を
対
象
と
し
た
基
本
研
修
の
選
択
講
座
と
し
て
申
し
込
む
者

と
、
自
己
研
讃
と
し
て
申
し
込
む
者
と
が
お
り
、
二
○
一
六
度
は
三
六
名
の
受
講
希

望
が
あ
っ
た
。
当
日
は
公
務
に
よ
る
欠
席
者
が
出
た
た
め
、
実
際
に
受
講
し
た
の
は

三
一
名
で
あ
っ
た
が
、
例
年
通
り
様
々
な
教
科
目
・
経
験
を
も
つ
教
員
の
参
加
が
あ

（

８

）

っ
た
。こ

の
よ
う
に
受
講
者
の
校
種
の
み
な
ら
ず
担
当
教
科
目
や
経
験
年
数
も
多
岐
に
わ

た
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
博
物
館
資
料
を
「
〈
情
報
〉
の
集
合
体
」
と
定
義
し
、
多
義
的

な
博
物
館
資
料
か
ら
、
必
要
な
〈
情
報
〉
を
引
き
出
す
こ
と
が
、
資
料
を
読
み
解
く

こ
と
で
あ
り
歴
史
科
目
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
科
目
で
博
物
館
資
料
を
活
用
可

資
料
の
活
用
や
展
示
利
用
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
教
員
に
よ
る
博
物
館
資
料
の

教
材
化
を
主
題
と
し
た
報
告
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
も
紹
介
す
る
、
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
を
含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
例
と
し
て
は
、
千
葉
県
立
高
等
学
校
教
員

の
小
関
勇
次
氏
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
〈
佐
倉
烏
傲
図
》
（
一
九
二
八
年
）
等

（

６

）

を
活
用
し
た
報
告
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
報
告
の
場
合
、
そ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
他
の
教
員
が
学
校
現
場
で
利
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
提
案
型

報
告
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
筆
者
が
提
案
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
は
そ
の
意
図
す

（

７

）

る
と
こ
ろ
が
違
う
。
そ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
本
稿
は
こ
れ
ま
で
の
博
物
館
連
携

に
関
す
る
報
告
と
も
一
線
を
画
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

｜
「
資
料
」
を
読
み
解
く
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（

９

）

能
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、

「
資
料
を
読
み
解
く
」
こ
と
は
、
教
員
に
と
っ
て
は
素
材
（
教
材
）
の
教
材
化
を

図
る
際
の
教
材
解
釈
に
あ
た
り
（
教
材
解
釈
に
も
〈
一
般
的
な
解
釈
〉
〈
専
門
的

な
解
釈
〉
〈
教
師
と
し
て
の
解
釈
〉
と
あ
る
）
、
そ
の
深
さ
に
よ
っ
て
平
板
な
授

業
に
な
る
か
、
児
童
・
生
徒
の
可
能
性
を
引
き
出
す
授
業
展
開
と
な
る
か
、
教

員
に
と
っ
て
個
々
が
力
量
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

社
会
科
に
限
ら
ず
ど
の
教
科
で
も
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
：
：
：
資
料
を
読
み

解
く
こ
と
に
よ
る
教
材
化
へ
の
発
展
等
、
自
ら
の
授
業
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
思
う
。

と
、
当
日
の
事
務
担
当
と
し
て
講
座
に
か
か
わ
っ
た
、
元
小
学
校
長
の
有
村
泰
治
氏

（

川

）

の
感
想
が
、
受
講
者
の
受
け
止
め
方
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
（
１
）
絵
地
図
、
（
２
）
浮
世
絵
、
（
３
）
古
写
真
、
（
４
）
出
版
物
に
つ

い
て
紹
介
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
資
料
の
読
み
取
り
方
」
の
一
例
に
つ
い
て
説
明
を
お

こ
な
っ
た
。

特
に
絵
地
図
に
つ
い
て
は
、
開
港
直
後
の
絵
地
図
か
ら
明
治
中
期
ご
ろ
に
作
成
さ

れ
た
絵
地
図
を
複
数
見
て
も
ら
い
、
こ
れ
に
よ
り
街
区
の
整
備
状
態
の
変
遷
を
確
認

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
使

用
す
る
基
本
資
料
で
あ
る
《
改
良
横
浜
全
図
〉
（
銅
版
印
刷
・
彩
色
、
一
八
八
五
年
）

｛
写
真
１
】
に
つ
い
て
は
、
「
海
を
下
に
見
て
、
右
側
が
日
本
人
町
、
中
央
が
官
庁
街
、

左
側
が
外
国
人
居
留
地
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
貿
易
活
動
（
商
取

引
）
が
行
え
た
範
囲
を
地
図
上
で
確
認
す
る
こ
と
で
、
①
当
時
の
貿
易
方
法
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
②
貿
易
活
動
範
囲
外
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

か
な
ど
、
新
た
な
疑
問
を
導
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、
「
関
内
」
と
い
う
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
地
図
を
見
な
が
ら
推
測
し
て
も

ら
っ
た
。
関
内
と
は
関
所
の
内
側
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
関
所
が
あ
っ
た
こ
と
に
由

鞘

箪
翰>
嫉

騨

制『

1

1賛?

！

鵜

撫軸

灘2識

~~

慧
妥蔓猿

翌

マレー亀

＝
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写真1 《改良横浜全図》
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来
す
る
。
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
れ
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
知
ら
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
地
図
か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
地
図
を
確
認
す
る
と
橋
を
渡
る

か
船
で
な
け
れ
ば
関
内
地
区
へ
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
。
そ
し
て
、
幕
末
期
の
開
港
直
後
は
、
穰
夷
事
件
が
多
発
し
て
い
た
時
期
で

あ
っ
た
と
い
う
知
識
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
関
内
地
区
に
入
る
た
め
に
必
ず
通
過
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
橋
や
船
着
き
場
に
、
外
国
人
に
対
し
て
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る

者
の
侵
入
を
防
ぐ
施
設
、
す
な
わ
ち
関
所
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推

論
が
成
り
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
当
然
実
際
の
授
業
に
お
い
て
は
、
知
識
量
が
少
な
い

小
学
生
や
中
学
生
が
地
図
だ
け
を
頼
り
に
、
推
論
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
地
図
上

の
ど
こ
に
注
目
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
発
問
な
ど
に
よ
り
児
童
・
生
徒
が
気
付
く

レ
ベ
ル
ま
で
導
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
博
物
館
の
現
住
所
を
示
し
、
自
分
た
ち
の
現
在
地
を
確
認
し
て
も
ら
っ

た
・
・
こ
れ
は
、
一
八
九
五
年
に
作
成
さ
れ
た
《
改
良
横
浜
全
図
》
は
、
現
在
の
町
名

写真1－1 部分拡大図関内地区

邑

写真1－2部分拡大図外国人居留地

（
１
）
目
的
と
資
料

今
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
「
資
料
に
描
か
れ
た
り
、
写
さ
れ
た
り
し
た
地
点

を
、
幕
末
・
明
治
期
に
作
成
さ
れ
た
絵
地
図
を
使
っ
て
訪
れ
る
」
こ
と
を
目
標
と
し

た
。
「
○
○
へ
行
っ
て
×
×
を
調
べ
る
」
と
い
う
、
行
き
先
が
示
さ
れ
て
お
り
、
現
在

の
地
図
を
使
っ
て
目
的
地
を
目
指
す
も
の
で
は
な
く
、
当
時
の
地
図
資
料
を
使
っ
て

そ
の
街
を
歩
く
こ
と
自
体
を
重
視
し
た
。
ま
た
、
そ
の
場
所
を
訪
れ
、
そ
の
場
所
に

ま
つ
わ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
移

動
自
体
に
も
意
味
を
見
出
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
た
。
従
来
型
の
あ
ら
か
じ
め
行

き
先
が
決
ま
っ
て
い
て
、
時
間
通
り
に
移
動
す
る
、
い
わ
ば
点
と
点
の
移
動
で
は
な

く
、
明
治
時
代
の
地
図
を
手
に
、
そ
の
当
時
の
街
を
歩
い
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
実

感
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
、
行
き
先
を
不
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
歩
み
の
ス
ピ
ー

ド
を
遅
く
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、
そ
れ
ま
で
の
知
識
や
資
料
か
ら
読
み
取
れ
た
こ
と
に
も

と
づ
き
推
測
、
す
な
わ
ち
仮
説
を
立
て
、
自
ら
が
そ
こ
を
訪
れ
て
観
察
、
経
験
し
、
そ

れ
に
よ
り
新
た
な
知
識
を
得
る
一
連
の
作
業
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
館
内
で
事

前
に
資
料
か
ら
そ
の
場
所
を
推
測
さ
せ
、
②
推
測
に
基
づ
き
現
地
を
訪
れ
、
③
そ
の

場
所
で
課
せ
ら
れ
た
問
題
を
解
く
、
と
い
う
流
れ
で
進
め
た
。
夏
の
暑
い
時
期
で
も

あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
時
間
を
午
後
の
二
時
間
と
い
う
設
定
に
し
た
こ
と
か

ら
、
課
題
数
（
訪
問
場
所
数
）
も
四
つ
に
と
ど
め
た
が
、
一
当
日
配
布
資
料
一
に
示
し

た
よ
う
に
、
課
題
の
出
し
方
、
問
題
数
、
ヒ
ン
ト
の
出
し
方
、
制
限
時
間
な
ど
を
変

え
る
こ
と
で
、
難
易
度
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

番
地
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
、
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
実
際
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
の
起
点
と
な
る
自
ら
の
位
置
を
確
認
し
て
も
ら
う
た
め
で
も
あ
っ
た
。

二
資
料
を
活
用
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
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平成28年度教員のための博物館講座平成28年度教員のための博物館講座
神奈j 県立歴史博物館神奈川県立歴史博物館

a､この工場があった場所を訪れ､現在の状況を撮影する｡

b,この工場では､煉瓦やﾀｲﾙだけでなく､排水用の石造溝を製造

していた。現在でもその溝は利用されている｡その状況を撮影する｡

c,その石造溝の名称は？

(3)進め方（一例）

◎ｸﾉ'一プでおこなう

（ 1 ）神奈jl 県立歴史博物館で資料を得る。

(2)上麺､②､③､④がどのあたりかを推測させる｡

a､各資料に含まれるく情報〉を抽出

b･地図から得られる〈情報〉 もあわせ､その場所（範囲)を推測

(3)出発する前に、推測がまったくちがっていないことを確認する｡

（4）出発

(5)各課題を解きながら､最終的に山手の｢元町公回プール入り口」に集合

※進め方のｵﾌｼｮﾝ一難易度付け

ｱ.課題の出し方

（ァ)出発地点で全課題提示

（ｲ)一媒題達成時ごとに新たな媒題を提示

イ，課題数

（ｱ)一種類｡．…･全グループ同一課題→いずれのグループも目指す

方向が同じになる

（イ)複数種類…． .…･グループごとに課題変更→グループごとに異

なるルートを移動→行動の把握に難

ウ. ﾋﾝﾄの出し方

（ｱ)ヒントﾏﾝを一定の場所に固定し（例:横浜ｽﾀｼｱﾑ） ､

聞きに来たグループにﾋﾝﾄを出す

（イ）ヒントマンは一定の範囲を移動しており、 ヒントマンを見つ

けたグループにヒントを出す

（ウ）ﾋﾝﾄを聞きに来たグループに､ ヒントを聞き出すための簡

単な問題を出し、正解の場合のみ、 ﾋﾝﾄを出す（ﾋﾝﾄﾏ

ﾝの場所は、固定,移動いずれも可）

エ. 制限時間

(ｱ)無制限｡ …ｲ働の把握に難

(イ)課題ごとに制限時間を設ける

（ウ)通過時点ごとに制限時間を設ける

○横浜諸会社諸商店之図

. 明治時代中期に横浜にあった日本の商家を紹介。もとは、一枚ずつ販売さ
れていたものと思われる。

・ 銅版印刷

○佐々木茂市（日本絵入り商人録〉明治19 （1886)年

・ 外国商社の名鑑

・ 銅版印刷

2. 資料を活用したフィールドワーク

資料に描かれたり､写されたりした地点を､幕末・明治期に作成された絵地図を使

て訪れる。

〆

I
L

（1）資料

◎敏良横浜全図>明治28年

①古写真くV1EWOFYOKOHAMA〉参考資料く町会師横浜諸会社諸

商店之図

②日本絵入り商人録く○○商会>

③古写真〈1“STE馬ATYOKOHAMA〉

④日本絵入り商人録くｴｰ・ゼラルド〉

(2)課題

①古写真(VIEWOFYOKOHAMA〉

a､この建物があった場所で､日本の美術界に影蓉を与えた人物が生

まれた。その人物とは?

b･写真と同じ構図で､現在の状況を撮影する｡

※現在､写真にみられる建物はないが､同じように時計塔を持つ建物が

ある。

②日本絵入り商人録く○○商会〉

a､この督料に描力熟ている○○商会が扱っていた商品を､当時あっ

た場所を訪れ確認する。

b‘また、資料と同じ構図で建物を撮影する｡

③古写真〈1帥STEPSATYOKOHAMA〉

a･同じ撮影地点から現在の状況を撮影する｡

b･写真の階段を上りきった右の土地は､現在公園になっている｡そ

こを訪れ、港の方向を撮影する。

※現在､写真の階段は存在しません｡突き当たりの道路を左折し、次の

十字路を右折すると、右手に階段があるので、それを利用すると、公

園に行ける。

④日本絵入り商人録くエー・ゼラルド〉

－3

全体的注意事項一発見した場合は､減点などの罰則を摘要

○交通ﾉL－ル・マナーの厳守

・ 信号無視

・ 他の歩行者の邪魔、など

○歩道を外れない

○脇見をしなb－地図などを確認する場合は､止まっておこなう

○走らない

○大声で話しをしなレー住宅街を通行することがある

4

当日配布資料（部分）

（
２
）
推
測
し
仮
説
を
立
て
る

ま
ず
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
準
備
と
し
て
、
資
料
に
つ
い
て
確
認
を
行
っ

た
。
今
回
使
用
し
た
資
料
は
、

。
〈
改
良
横
浜
全
図
〉
一
八
九
五
年
刊
【
写
真
１
］

①
《
く
冒
言
○
甸
禺
○
【
○
画
シ
冨
畢
明
治
時
代
中
期
【
写
真
２
－

②
《
日
本
絵
入
り
商
人
録
○
○
商
会
》
一
八
八
六
年
【
写
真
３
－

（
配
布
資
料
で
も
、
商
会
名
を
伏
せ
た
た
め
、
こ
こ
で
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
）

③
合
９
ｍ
目
国
む
め
ン
弓
昌
○
尿
○
エ
ン
ニ
こ
江
戸
時
代
中
期
【
写
真
４
－

④
《
日
本
絵
入
り
商
人
録
ヱ
ー
・
ゼ
ラ
ル
ド
》
一
八
八
六
年
｛
写
真
５
－

と
、
◎
の
参
考
資
料
と
し
て
《
横
浜
諸
会
社
諸
商
店
之
図
町
会
所
》
明
治
時
代
中

期
【
参
考
資
料
一
を
加
え
た
六
点
で
、
◎
、
②
、
④
と
参
考
資
料
は
銅
版
印
刷
、
①

と
③
は
着
色
さ
れ
た
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
画
像
は
、
プ
リ
ン
ト
し
て
受
講

者
へ
配
布
し
た
。
受
講
者
を
五
～
六
人
一
組
の
六
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、
ま
ず
資
料
①

～
④
の
場
所
が
地
図
上
の
ど
こ
に
あ
た
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
推
測
し
て
も
ら

っ
た
。
実
際
の
授
業
で
は
、
事
前
学
習
に
あ
た
る
作
業
で
あ
る
。

資
料
①
は
、
大
き
な
通
り
を
挟
ん
で
左
に
時
計
塔
が
写
さ
れ
た
着
色
写
真
で
あ
り
、

明
治
時
代
に
横
浜
に
あ
っ
た
時
計
塔
を
持
つ
建
物
が
、
現
在
の
横
浜
開
港
記
念
会
館

の
前
身
の
建
物
で
あ
る
と
い
う
知
識
を
も
つ
も
の
な
ら
ば
、
す
ぐ
に
地
図
上
に
示
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
知
識
を
持
た
な
い
多
く
の
受
講
者
に
と
っ

て
は
全
く
分
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
【
参
考
資
料
一
を
示
す
こ
と
で
、
こ
の
時
計
塔
を

持
つ
建
物
は
町
会
所
言
シ
○
閏
の
シ
扇
昌
ｇ
で
あ
り
、
地
図
中
の
凡
例
か
ら
町
会
所

の
位
置
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
．

房惇
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111§W1 IrY(》練》; IAx"、

写真2 <VIEWOFYOKOHAMA》参考資料《横浜諸会社諸商店之図町会所》

／

一

写真3 《日本絵入り商人録モリソン商会》
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資
料
②
は
、
商
店
名
と
取
扱
商
品
が
記
さ
れ
て
い
た
部
分
を
隠
し
、
建
物
か
ら
そ

の
場
所
を
推
測
し
て
も
ら
っ
た
．
資
料
画
像
か
ら
、
そ
の
建
物
は
一
見
し
て
洋
館
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
事
細
か
に
資
料
を
見
る
と
、
こ
の
建
物
の
右
側

入
り
口
上
部
に
盾
型
の
レ
リ
ー
フ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
レ
リ
ー
フ
に
「
粥
四

十
八
番
」
と
あ
る
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
番
地
を
示
し
て
い
る
と
わ
か

れ
ば
、
地
図
左
半
分
の
外
国
人
居
留
地
側
で
あ
る
と
の
考
え
に
至
る
は
ず
で
あ
る
。
一

八
五
九
年
七
月
に
開
港
し
た
横
浜
は
、
新
た
に
造
成
さ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
日
本
人
町
、
官
庁
街
、
外
国
人
居
留
地
と
整
然
と
し
た
区
画
を
作
る
こ
と
が
で

き
た
。
原
則
と
し
て
日
本
人
町
の
住
所
表
示
は
、
「
本
町
通
五
丁
目
」
な
ど
の
よ
う
に
、

通
り
名
で
、
外
国
人
居
留
地
側
は
中
央
の
官
庁
街
か
ら
山
手
に
向
か
っ
て
海
岸
通
り

に
沿
っ
て
一
番
、
二
番
、
・
・
・
と
番
地
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
建

物
は
四
八
番
に
あ
っ
た
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

資
料
③
は
、
高
台
に
向
か
っ
て
一
直
線
に
作
ら
れ
た
階
段
を
写
し
た
写
真
で
あ
る
。

写真4 <100STEPSATYOKOHAMA》
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串唾禽

手
前
に
橋
が
あ
る
こ
と
と
崖
が
迫
っ
て
い
る
地
形
か
ら
、
東
側
（
地
図
の
右
側
）
の

山
手
付
近
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
こ
の
付
近
に
は
、
谷
戸
橋
、
前
田
橋
、
西
の
橋

の
三
本
の
橋
が
あ
る
。
こ
の
橋
の
周
囲
を
さ
ら
に
細
か
く
見
て
い
く
と
、
高
台
に
向

か
っ
て
階
段
の
よ
う
な
も
の
が
記
さ
れ
て
お
り
、
写
真
手
前
の
橋
は
前
田
橋
（
「
マ
イ

ダ
バ
シ
ニ
で
あ
る
と
確
定
で
き
る
。

最
後
の
資
料
④
は
、
資
料
②
と
同
じ
冊
子
資
料
の
一
部
で
あ
る
。
資
料
②
で
は
、
あ

写真5－1 《日本絵入り商人録ヱーゼラルド》
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（
３
）
模
索
し
検
証
す
る

推
測
後
、
各
グ
ル
ー
プ
か
ら
推
測
内
容
を
発
表
し
て
も
ら
い
、
〃
正
解
″
か
ら
大
き

く
外
れ
る
推
測
を
し
た
グ
ル
ー
プ
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
推
測
に
も
と
づ
い

て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
始
め
て
も
ら
っ
た
。
実
際
の
授
業
に
お
け
る
事
前
学
習
段

階
で
、
万
が
一
実
際
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
場
所
を
推
測
し
た
場
合
は
、
修
正
を
求

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
安
全
管
理
の
面
か
ら
み
て
も
、
教
員
側
か
ら
す
れ
ば
活
動
範

囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
推
測
し
た
こ
と
が
、
教
員
が
期
待

し
た
〃
正
解
″
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
で
〃
正
解
〃
を
つ
た
え
る
こ
と

は
、
か
え
っ
て
こ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
意
義
を
薄
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
事

前
学
習
段
階
で
行
き
先
を
明
確
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
従
来
の
も
の
と
変
わ
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。

明
確
な
行
き
先
が
わ
か
ら
ず
、
手
探
り
状
態
で
〃
正
解
″
を
探
す
、
す
な
わ
ち
模

索
す
る
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
意
識
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
。

目
指
す
べ
き
場
所
が
す
で
に
分
か
っ
て
い
て
、
そ
こ
へ
一
直
線
に
向
か
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
そ
の
途
中
の
情
景
な
ど
ま
っ
た
く
目
に
入
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
安
全
管
理
に

支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
の
活
動
の
自
由
を
容
認
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
資
料
④
で
、
「
横
浜
元
町
山
七
十
七
番
」
か
ら
、
関
内
地
区
の
七
七
番
地

と
推
測
し
た
グ
ル
ー
プ
に
は
、
ま
ず
推
測
し
た
場
所
へ
行
か
せ
て
み
る
。
当
然
そ
こ

は
〃
正
解
″
で
は
な
い
が
、
そ
こ
で
次
の
活
動
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
あ
げ
な
け
れ

ば
、
児
童
・
生
徒
は
そ
こ
で
活
動
を
停
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
人
員

を
確
保
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
〃
正
解
″
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
る
教
員
を
配
置
し
て

え
て
所
在
地
が
わ
か
る
部
分
を
隠
し
て
お
い
た
が
、
「
横
浜
元
町
山
七
十
七
番
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
関
内
地
区
で
は
な
く
、
山
手
地
区
の
七
七
番
で
あ
る
と
が
わ
か
れ
ば
、

こ
の
工
場
が
あ
っ
た
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

お
き
、
そ
の
教
員
は
目
指
す
べ
き
場
所
は
こ
こ
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

「
横
浜
元
町
山
」
の
「
山
」
に
注
目
さ
せ
る
等
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
う
え
で
、
再
度
推

測
さ
せ
て
〃
正
解
″
へ
導
く
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
え
て
失
敗
を

経
験
さ
せ
、
失
敗
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
時
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
今
回
の
課
題
で
は
、
模
索
を
促
進
す
る
要
素
も
含
め
た
。
そ
の
場
所
へ

行
っ
て
も
、
求
め
て
い
る
も
の
が
手
に
入
る
と
は
限
ら
な
い
課
題
を
設
定
し
た
の
で

あ
る
。
課
題
①
の
ｂ
会
当
日
の
配
布
資
料
］
参
照
）
は
、
土
地
勘
が
あ
れ
ば
地
図
上

で
も
指
し
示
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
土
地
勘
の
な
い
受
講
生

に
と
っ
て
「
写
真
と
同
じ
構
図
で
、
現
在
の
状
況
を
撮
影
す
る
」
こ
と
は
、
難
し
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
当
日
配
布
資
料
に
も
記
載
し
た
よ
う
に
、
資
料
①
お
よ
び
参
考

資
料
に
見
え
る
建
物
は
現
存
せ
ず
、
現
在
は
赤
煉
瓦
と
花
崗
岩
を
取
り
混
ぜ
た
建
物

（
横
浜
開
港
記
念
会
館
）
が
あ
る
。
こ
の
建
物
の
角
に
も
、
町
会
所
同
様
時
計
が
取
り

付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
が
、
時
計
塔
の
位
置
が
町
会
所
と

横
浜
開
港
記
念
会
館
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
撮
影
位
置
を
確
定
す
る

こ
と
が
困
難
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
実
際
建
物
周
辺
を
模
索
し
、
や
っ
と
の
こ
と
で

そ
の
位
置
か
ら
撮
影
で
き
た
と
き
は
、
多
く
の
グ
ル
ー
プ
で
歓
喜
の
声
が
上
が
る
ほ

ど
、
大
人
で
も
そ
の
達
成
感
は
一
入
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
資
料
③
の
場
所
に
つ
い
て
、
明
確
に
位
置
を
推
測
で
き
な
か
っ
た
グ
ル
ー

プ
は
、
山
手
側
の
三
つ
の
橋
の
い
ず
れ
か
だ
ろ
う
と
の
推
測
か
ら
、
谷
戸
橋
か
ら
順

に
ま
わ
る
と
い
う
方
針
を
た
て
、
ま
さ
に
模
索
し
な
が
ら
前
田
橋
に
到
着
し
た
。
一

見
無
駄
な
動
き
と
も
み
え
る
が
、
余
分
に
歩
い
た
分
だ
け
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
ほ
か

の
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
違
っ
た
情
景
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
「
余

分
」
も
新
た
な
知
識
と
し
て
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
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講

座

で

は

、

①
課
題
で
使
っ
た
資
料
に
描
か
れ
た
り
、
写
さ
れ
た
り
し
て
い
る
状
況
と
現
在

と
を
比
較
し
、
〃
今
昔
ノ
ー
ト
〃
を
作
っ
て
み
よ
う
！

②
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
み
よ
う
！

③
最
後
に
、
み
ん
な
に
発
表
し
て
み
よ
う
！

の
三
点
を
示
し
た
。

近
年
は
中
学
生
で
も
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
持
ち
歩
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ

り
、
現
在
の
様
子
を
撮
影
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
使
用
が

難
し
い
場
合
に
は
、
そ
の
場
を
ス
ヶ
ヅ
チ
さ
せ
て
は
ど
う
で
あ
る
か
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
現
状
を
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
実
施
す
る
際
に
は

必
ず
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
記
録
を
ひ
と
り
だ
け
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、
全

員
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
記
録
す
る
ほ
う
が
、
個
人
の
学
習
に
と
っ
て
は
効
果
的
で
あ

ろ
う
。さ

ら
に
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
も
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通
し
て
新
た
に
気
付
い

た
こ
と
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
や
関
心
を
持
っ
た
こ
と
も
残
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ

と
つ
の
課
題
を
解
く
な
か
で
、
ま
た
新
た
な
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
は

よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
課
題
と
は
関
係
な
い
こ
と
で
も
構
わ
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
こ
そ
、
目
的
地
に
行
く
途
中
に
気
に
な
っ
た
石
碑
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

や
、
銅
像
の
人
物
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
あ
わ
せ
て
記
録
に
残
し
、
ま
た
次

の
作
業
へ
と
結
び
つ
け
る
と
い
う
一
連
の
流
れ
を
断
ち
切
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で

（
４
）
成
果
を
ま
と
め
報
告
す
る

当
日
は
、
「
ヱ
ー
・
ゼ
ラ
ル
ド
」
の
工
場
跡
で
あ
る
元
町
公
園
プ
ー
ル
で
解
散
し
た

た
め
、
事
後
学
習
的
な
作
業
は
で
き
な
か
っ
た
。
当
然
、
実
際
の
授
業
で
は
後
日
教

室
で
ま
と
め
の
作
業
を
す
る
こ
と
で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
効
果
を
高
め
る
こ
と

は
必
要
で
あ
る
。

博
物
館
資
料
を
活
用
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
体
験

を
可
能
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
紹
介
を
行
っ
た
。
当
然
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
そ
の

ま
ま
学
校
現
場
に
適
用
で
き
る
と
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
学
校
現
場
を
熟
知
し

て
い
な
い
学
芸
員
が
、
博
物
館
資
料
の
活
用
法
を
知
ら
な
い
教
員
に
対
し
て
活
用
事

例
を
「
提
案
」
す
る
こ
と
で
、
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
合
わ
せ
て
教
材
化
し
て

も
ら
う
こ
と
、
す
こ
し
で
も
博
物
館
が
授
業
で
活
用
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う

こ
と
が
こ
の
講
座
自
体
の
目
的
で
あ
っ
た
。
~

し
か
し
、
こ
の
意
図
が
十
分
に
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
横
浜
に

こ
だ
わ
り
、
実
現
の
可
能
性
を
教
員
自
ら
狭
め
て
し
ま
っ
て
い
る
意
見
が
あ
っ
た
。

講
座
終
了
後
受
講
者
に
対
し
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、
「
小
田
原
と
横
浜
の
距
離
の

問
題
で
通
常
の
授
業
で
は
難
し
く
、
遠
足
な
ど
の
機
会
に
学
年
全
体
の
規
模
で
行
お

う
と
考
え
た
場
合
に
は
、
班
ご
と
時
間
調
整
（
今
日
な
ど
も
ど
う
し
て
も
他
の
班
の

動
き
が
気
に
な
っ
て
し
ま
う
）
や
複
数
コ
ー
ス
の
設
定
な
ど
工
夫
が
必
要
が
あ
る
と

（

Ⅲ

）

思
い
ま
し
た
。
」
と
の
意
見
が
あ
っ
た
が
、
別
に
横
浜
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
く
、
学

校
周
辺
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
も
一
向
に
か
ま
わ
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
資
料
も
、
地
元
の
博
物
館
・
図
書
館
資
料
だ
け
で
な
く
、
学
校
に
残
る

地
図
、
写
真
、
絵
画
な
ど
の
ほ
か
、
そ
の
周
辺
の
こ
と
を
記
述
し
た
新
聞
の
記
事
や

日
記
な
ど
の
文
献
資
料
、
あ
る
い
は
そ
こ
を
舞
台
と
し
た
小
説
も
活
用
で
き
る
で
あ

ろ
う
。そ

の
一
方
で
、
こ
の
提
案
に
刺
激
を
受
け
た
と
の
意
見
も
見
受
け
ら
れ
た
。
長
文

あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
結
果
Ⅱ
「
わ
か
っ
た
こ
と
」
だ
け
は
な
く
、
新
た
に

気
付
い
た
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」
を
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
児
童
・
生
徒
が
自
発
的

に
「
調
べ
る
」
と
い
う
方
向
へ
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
と
め
ｌ
受
講
者
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
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で
あ
る
が
、
全
文
を
引
用
し
本
稿
の
ま
と
め
と
し
た
い
。

午
後
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
は
、
古
写
真
と
現
在
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と

こ
ろ
に
、
面
白
さ
や
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
が
、
各
箇
所
に
課
題
が
あ
っ

た
の
が
特
に
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
碑
の
あ
っ
た
岡
倉
天
心
に
つ
い
て
も
っ

と
知
り
た
い
、
こ
の
商
会
が
扱
っ
て
い
た
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
は
ど
の
よ
う
に
使
わ

れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
興
味
が
広
が
っ
た
り
、
疑
問
が
生
じ
た
り
し
ま
し
た
。

生
徒
の
活
動
と
し
て
考
え
る
際
も
、
こ
の
よ
う
な
点
が
有
効
に
働
く
と
思
い
ま

す
。
一
つ
で
も
こ
の
よ
う
な
課
題
を
課
し
た
方
が
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
持
っ
て

ま
わ
る
だ
け
、
班
ご
と
に
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
ご
ら
ん
と
い
う
方
法
よ
り
、
よ

（

皿

）

り
有
意
義
な
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
５
）

〆へ

4
、一

（
３
）

小
学
校
学
習
指
導
要
領
「
生
き
る
力
」
第
五
章
。

「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
試
行
が
二
○
○
○
年
に
始
ま
っ
た
翌
年
に
、
神
奈
川
県
博
物
館

協
会
が
、
加
盟
館
園
に
対
し
て
行
っ
た
「
学
校
の
博
物
館
利
用
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

で
は
、
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
回
答
が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
神
奈
川
県
博
物
館
協
会
報
」

第
七
三
号
、
六
八
’
八
四
頁
参
照
。

現
在
は
こ
の
対
策
と
し
て
、
来
館
前
に
事
前
調
整
す
る
よ
う
、
Ｈ
Ｐ
な
ど
を
通
じ
て
学
校
側
へ

求
め
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
教
員
を
博
学
連
携
研
究
員
と
し
て
募
り
、
二
年
間

の
研
究
成
果
を
実
践
例
と
し
て
公
表
し
て
い
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
Ｈ
Ｐ
「
歴
博
の
展
示

や
資
料
を
活
用
し
た
授
業
実
践
例
」
三
ｓ
、
ミ
ミ
重
言
．
門
①
蚕
冨
百
．
四
Ｇ
．
壱
二
①
胃
昌
冒
嗅
冒
画
ｇ
言
①
．
言
邑

（
二
○
一
七
年
六
月
二
七
日
間
覧
）
参
照
。

た
と
え
ば
、
国
立
科
学
博
物
館
で
は
、
二
○
○
八
年
か
ら
「
教
員
の
た
め
の
博
物
館
の
日
」
と

し
て
、
博
物
館
の
な
じ
み
が
な
い
理
科
教
員
を
対
象
と
し
た
、
博
物
館
活
用
促
進
事
業
を
全
国

で
展
開
し
て
い
る
。
「
～
あ
な
た
の
地
域
で
も
開
催
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
～
「
教
員
の
た
め
の

博
物
館
の
日
」
開
催
ガ
イ
ド
」
国
立
科
学
博
物
館
、
二
○
一
四
年
、
参
照
。
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７
）
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－
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Ｉ
工
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一
１
｝

（
吃
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小
関
勇
次
「
学
校
・
博
物
館
・
フ
ィ
ー
ル
ド
の
連
携
ｌ
佐
倉
城
下
町
と
檜
枝
岐
村
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー
ク
の
実
践
か
ら
ｌ
」
前
掲
、
国
利
歴
史
民
俗
博
物
館
Ｈ
Ｐ
「
歴
博
の
展
示
や
資
料
を
活

用
し
た
授
業
実
践
例
」
掲
載
。

教
育
現
場
に
お
け
る
地
図
資
料
を
活
用
し
た
実
践
事
例
に
つ
い
て
は
、
地
理
教
育
の
分
野
で
活

発
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
講
座
で
は
博
学
連
携
に
お

け
る
博
物
館
資
料
の
活
用
事
例
の
一
つ
と
し
て
地
図
資
料
等
を
利
用
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
提

案
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
教
員
に
よ
る
地
域
素
材
の
教
材
化
を
進
め
る
た
め
の
き

っ
か
け
を
提
供
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
ま
ま
学
校
現
場
で
利

用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
実
践
報
告
と
は
そ
の
意
図
す
る
こ
と
が
異
な
る
こ
と

か
ら
、
地
理
教
育
分
野
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
終
了
後
、
現
地
解
散
し
た
た
め
、
後
日
Ｆ
ａ
ｘ
で
回
答

し
て
も
ら
っ
た
。
回
答
数
は
、
小
学
校
教
員
三
通
、
中
学
校
教
員
五
通
、
高
等
学
校
教
員
二

通
、
特
別
支
援
学
校
教
員
二
通
の
、
参
加
者
三
一
名
に
対
し
合
計
二
一
通
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
当
館
が
所
蔵
す
る
地
図
に
加
え
、
当
時
の
様
子
を
示
す
古
写
真
や
銅
版
広
告
チ
ラ

シ
な
ど
の
資
料
も
組
み
合
わ
せ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
講
座
で
紹
介
し
た
が
、
本
文
で
も
詳
述
し
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
そ
の
ま
ま
教
員
が
学
校
で
利
用
す
る
こ
と
意
図
し
た
も
の

で
は
な
い
。
講
座
で
は
、
博
物
館
所
蔵
資
料
を
地
域
素
材
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
地
域
素
材

を
教
材
化
す
る
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
提
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
、
地
域
素
材
を
教
材
化

す
る
こ
と
は
教
員
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
対
象
に
つ
い

て
校
種
や
教
科
目
を
特
に
限
定
し
な
か
っ
た
。

有
村
泰
治
「
平
成
二
八
年
度
教
員
の
た
め
の
博
物
館
講
座
の
開
催
結
果
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
神

奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
保
管
、
二
○
一
六
年
一
○
月
。
な
お
、
有
村
氏
は
藤
沢
市
立
小
学
校
長

を
退
職
後
、
当
館
に
お
い
て
非
常
勤
教
育
調
査
員
と
し
て
、
主
に
学
校
対
応
業
務
に
従
事
し
て

い
る
。

同
前
。

同
前
。
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