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れ
ぞ
れ
の
特
性
や
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
、
教
育
研
究
活
動
の
方
針
を
立
て
、
独
自
の
財
政
基
盤
と
組
織
を
も
っ
て
自
立
的
な
経

営
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
高
等
教
育
改
革
と
は
性
格
を
異
に
し
、
標
準
化
か
ら
多
様
化
へ
と

進
む
、
国
立
大
学
が
創
立
さ
れ
て
以
来
の
大
改
革
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
改
革
に
は
賛
否
両
論
、

利
点
欠
点
の
指
摘
な
ど
様
々
な
議
論
が
あ
る
。
ま
た
、
ま
だ
ま
だ
実
施
体
制
の
不
備
が
あ
り
、
多
く
の
大
学
で
戸
惑
い
が
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
日
本
の
大
学
全
体
を
鳥
瞰
す
る
視
点
で
見
て
み
る
と
、
各
大
学
が
独
自
の
特
徴
を
創
造
す
る
こ
と
が
可

能
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
各
大
学
の
教
職
員
や
学
生
等
構
成
員
の
発
想
や
努
力
に
よ
っ
て
、
教
育
の
多
様
性
、
質

の
向
上
、
創
造
的
独
創
的
研
究
の
展
開
、
よ
り
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
の
社
会
貢
献
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
。
同
時
に
、
各
大
学
の
教
職
員
の
意
識
の
高
揚
、
学
生
諸
君
の
愛
校
心
の
高
ま
り
を
も
た
ら
し
、
教
職
員
・
学
生

が
イ
コ
ー
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
て
自
ら
の
大
学
造
り
へ
参
画
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
絶
好
の
機
会
で
あ
る
と
受
け
止
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
各
大
学
が
独
自
の
特
徴
を
創
り
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
画
一
化
傾
向
に
あ
っ
た
日
本
の
大

学
が
真
の
意
味
で
多
様
化
へ
と
向
か
っ
て
い
き
、
公
立
、
私
立
大
学
を
含
め
、
世
界
に
誇
れ
る
日
本
の
大
学
教
育
の
創
造
に
向
か

う
機
会
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
ど
の
よ
う
な
改
革
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
の

大
学
が
こ
の
改
革
に
真
剣
に
取
り
組
み
、
真
の
意
味
で
独
立
し
、
特
徴
あ
る
大
学
と
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
条
件
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

教
養
教
育
の
重
要
性

ど
の
よ
う
な
改
革
が
行
わ
れ
よ
う
と
も
、
大
学
の
使
命
は
教
育
と
研
究
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
研
究
だ
け
で

も
、
教
育
だ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
研
究
に
優
れ
た
大
学
で
は
、
個
々
の
研
究
者
の
地
道
で
絶
え
ざ
る
研
究
と
そ
の
成
果
の
蓄

積
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
知
に
裏
付
け
ら
れ
た
脈
々
と
つ
な
が
る
研
究
室
の
伝
統
が
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

研
究
室
の
中
の
教
員
と
学
生
と
の
飽
く
な
き
論
議
に
よ
る
無
意
識
的
教
育
な
ど
、
教
員
の
高
度
な
研
究
を
通
し
た
熱
心
な
教
育
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
優
れ
た
研
究
が
成
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
研
究
室
に
お
け
る
教
育
だ
け
で
は
こ
れ
ま
で
の
成
果
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は
じ
め
に
（
日
本
の
高
等
教
育
改
革
に
つ
い
て
）

日
本
の
高
等
教
育
制
度
の
歴
史
を
省
み
る
と
、
二
度
の
大
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
は
、
日
本
が
近
代
社
会
に
変
貌
し

欧
米
列
強
に
追
い
つ
き
肩
を
並
べ
る
た
め
の
「
明
治
維
新
の
学
制
（
明
治
）」、
次
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
家
教
育
体
系
の
抜

本
的
改
変
の
た
め
の
「
学
制
改
革
（

昭
和
）
」
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て

今
、
近

年
の
日
本
の
財
政

悪
化
に
よ
る
行
財
政
改
革
に

関
連
し
て
行
わ
れ
た
「
国
立
大
学

法
人
化
（

平
成
）
」
は
日
本
の
高
等
教
育
に
お
け
る
第

三
の
大
改
革
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
明
治
お
よ
び
昭
和
の
教
育
制
度
改
革
は
外
圧
に
よ
る
国
家
体
制
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
改
革
で
あ

り
、
あ
る
意
味
で
は
教
育
の
標
準
化
に
向
か
う
改
革
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
第
三
の
教
育
改
革
で
あ
る
国
立
大
学

法
人
化
は
逆
に
標
準
化
か
ら
多
様
化
へ
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
立
大
学
は
平
成
一
六
年
に
国
立
大
学
法
人
と
し
て
新
た
な
出
発
を
し
た
。
法
人
化
と
は
、
従
来
、
国
の
行
政
組
織
（
文
部
科

学
省
）
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
予
算
、
組
織
等
に
か
か
る
各
種
規
制
を
大
幅
に
縮
小
し
、
個
々
の
国
立
大
学
法
人
が
、
そ
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上

明
久

（
東
北
大
学
総
長
）

研
究
大
学
が
目
指
す
高
等
教
育

～
大
学
教
育
の
原
点
、
教
養
教
育
～
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し
て
き
た
と
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
本
学
も
一
九
九
三
年
に
教
養
部
を
廃
止
し
、
教
養
教
育
に
責
任
を
持
つ
部
局
を
な
く

し
、
全
学
的
に
一
般
教
育
を
実
施
す
る
体
制
へ
と
変
遷
し
、
そ
し
て
今
、
新
た
な
教
養
教
育
の
在
り
方
を
模
索
し
始
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
本
学
総
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
私
は
、
こ
れ
か
ら
の
大
学
の
在
り
方
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら

の
東
北
大
学
の
在
り
方
を
思
考
し
、
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
し
て
「
井
上
プ
ラ
ン
二
〇
〇
七
」
を
公
表
し
た
。
こ
れ
は
、
知
の
継

承
体
と
し
て
の
「
教
育
」
、
知
の
創
造
体
と
し
て
の
「
研
究
」
、
世
界
と
地
域
に
開
か
れ
た
大
学
と
し
て
の
「
社
会
貢
献
」
、
そ
れ

ら
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
「
キ
ャ
ン
パ
ス
環
境
」
の
整
備
、
知
の
経
営
体
と
し
て
の
「
組
織
・
経
営
」
の
五
つ
の
柱
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
第
一
番
目
に
「
教
育
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
ま
た
筆
頭
に
「
大
学
教
育
の
根
幹
と
な

る
教
養
教
育
の
充
実
」
と
い
う
項
目
を
掲
げ
た
。

大
学
は
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
そ
の
最
も
基
盤
と
な
る
も
の
が
創
造
し
た
知
の
継
承
で
あ
り
、
そ
の
継
承
者
を
広
く
社
会
へ

輩
出
す
る
こ
と
が
本
学
の
主
要
な
社
会
貢
献
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
る
。
特
に
研
究
大
学
を
標
榜
す
る
本
学
で
は
、
何
事
に
も
積

極
的
に
知
的
好
奇
心
を
持
っ
て
挑
戦
す
る
気
質
、
幅
広
い
視
点
と
柔
軟
な
思
考
が
で
き
る
基
礎
学
問
を
身
に
つ
け
て
新
た
な
知
を

創
造
で
き
る
能
力
、
そ
し
て
そ
れ
を
全
世
界
の
人
類
社
会
に
貢
献
で
き
る
革
新
力
を
備
え
た
学
生
、
す
な
わ
ち
世
界
で
活
躍
で
き

る
総
合
的
人
間
力
の
あ
る
学
生
を
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
本
学
は
、
高
校
生
か
ら
の
「
学
び
の
転
換
」
を

求
め
て
専
門
に
と
ら
わ
れ
な
い
少
人
数
教
育
の
「
基
礎
ゼ
ミ
」
を
、
部
局
の
枠
を
超
え
た
学
生
の
グ
ル
ー
プ
に
開
講
し
、
理
系
や

文
系
に
と
ら
わ
れ
な
い
多
様
な
思
考
、
多
様
な
人
間
と
の
交
流
を
実
現
し
て
き
た
。
ま
た
、
科
学
的
思
考
、
実
験
的
手
法
を
体
験

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
文
科
系
の
学
生
を
対
象
と
し
た
理
科
実
験
の
創
出
な
ど
、
多
く
の
教
養
教
育
に
関
す
る
改
革
を
実
施
し

て
き
た
。
こ
の
新
た
な
試
み
は
学
生
の
学
習
意
識
、
意
欲
を
高
め
る
効
果
が
認
め
ら
れ
た
。

し
か
し
こ
れ
で
改
革
が
完
成
し
た
と
は
い
え
な
い
。
教
育
の
質
を
高
め
、
学
生
の
学
習
意
識
の
高
揚
に
は
、
教
育
成
果
の
検
証

と
進
展
の
た
め
の
不
断
の
改
善
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
学
は
、
こ
れ
ま
で
培
わ
れ
た
東
北
大
学
の
改
革
気
風
を

さ
ら
に
進
化
さ
せ
、
教
養
教
育
の
重
要
性
を
再
度
、
認
識
を
新
た
に
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
な
る
教
員
、
学
生
の
教
養
教
育
に
対

す
る
意
識
の
向
上
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
施
策
と
し
て
、
研
究
成
功
体
験
に
基
づ
く
科
学
の
面
白
さ
、
研
究
の
楽
し
さ
や
苦
し
さ

な
ど
、
研
究
室
で
行
わ
れ
て
き
た
飽
く
な
き
討
議
に
よ
る
無
意
識
的
教
育
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
講
義
を
教
養
教
育
に
取
り
込
む
べ
く
、
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を
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
新
た
な
視
点
、
独
創
的
発
想
、
創
造
的
手
法
な
ど
は
寧
ろ
専
門
に
入
る
前
の

教
養
教
育
が
基
盤
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
創
造
的
研
究
に
は
単
に
深
い
知
識
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
様
々
な
分
野
の
知

識
と
物
事
を
洞
察
す
る
力
、
そ
し
て
考
え
を
ま
と
め
る
構
想
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
は
、
以
前
に
は
旧
制
高

等
学
校
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
教
養
教
育
で
得
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
大
学
は
社
会
の
変
革
に
伴
う
教
育
理
念
や
シ
ス
テ
ム
の
変
化
が
あ
り
、
教
養
教
育
の
必
要
性

が
大
き
く
歪
め
ら
れ
、
つ
い
に
は
一
九
九
〇
年
代
に
日
本
の
多
く
の
大
学
が
そ
れ
ま
で
一
般
教
育
を
担
っ
て
き
た
教
養
部
を
廃
止

し
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
そ
の
体
制
の
変
革
に
は
一
定
の
効
果
と
新
た
な
教
育
シ
ス
テ
ム
へ
の
脱
皮
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

だ
が
、
多
く
の
大
学
に

お
い
て
再
度
教
養
教
育
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
る
に

至
り
、
二
〇
〇
二
年
に
は

中
央
教
育

審
議
会
か
ら

「
新
し
い
時
代
に
お
け
る
教
養
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
答
申
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
学
問
の
専
門
化
、
細
分
化
、

体
系
的
知
識
よ
り
も
断
片
的
情
報
の
偏
重
、
効
率
優
先
・
精
神
軽
視
の
風
潮
の
中
で
求
め
ら
れ
る
「
教
養
」
に
つ
い
て
議
論
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
教
養
の
全
体
像
と
し
て
「
変
化
の
激
し
い
社
会
に
あ
っ
て
、
地
球
規
模
の
視
野
、
歴
史
的
な
視
点
、
多
元
的
な

視
点
で
物
事
を
考
え
、
未
知
の
事
態
や
新
し
い
状
況
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
力
」
と
総
括
し
て
い
る
。
大
学
の
み
な
ら
ず
、
日

本
全
体
に
お
け
る
教
養
教
育
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
新
た
な
教
養
教
育
と
は
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
た
画
一
的
な
教
養
教
育
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
各
大
学
が
各

大
学
の
目
標
、
特
徴
に
沿
っ
た
教
養
教
育
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
大
学
教
育
の
根
幹
を
な
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。

東
北
大
学
の
求
め
る
教
養
教
育

さ
て
、
東
北
大
学
は
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
年
）
に
創
立
さ
れ
、
昨
年
百
周
年
を
迎
え
た
。
本
学
は
建
学
以
来
「
研
究
第
一
」、

「
門

戸
開

放
」
、
「
実
学

尊
重
」
の
理
念
を
掲
げ
、
理

工
学
分
野
を
は

じ
め
と
す
る
多

岐
に
わ
た
る
分
野
で

歴
史
に

残
る
研
究
成
果

を
世
界
に
発
信
し
、
人
類
社
会
に
貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
伝
統
は
今
に
引
き
継
が
れ
、
研
究
大
学
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
確
実
に
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教
育
、
研
究
に
卓
越
し
た
経
験
を
持
つ
本
学
の
退
職
教
員
を
「
総
長
特
命
教
授
」
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
だ
く
制
度
を
発
足
さ
せ

た
。
ま
た
、
学
生
が
様
々
な
体
験
を
自
分
の
思
考
に
取
り
入
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
自
分
の
思
考
を
広
く
世
界
に
発
信
す
る
こ
と

こ
そ
が
国
際
性
豊
か
な
学
生
を
育
め
る
も
の
と
考
え
、
英
語
を
は
じ
め
と
す
る
語
学
教
育
に
も
力
点
を
置
く
よ
う
に
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
改
善
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
不
断
の
改
善
を
推
進
す
る
た
め
に
総
長
を
議
長
と
す
る
「
教
養
教
育
改
革
会
議
」

を
発
足
さ
せ
る
と
共
に
、
総
長
特
命
教
授
が
所
属
す
る
「
教
養
教
育
院
」
を
立
ち
上
げ
、
高
等
教
育
の
研
究
お
よ
び
実
施
組
織
で

あ
る
高
等
教
育
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
、
東
北
大
学
独
自
の
新
た
な
教
養
教
育
を
創
出
し
て
い
く
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

教
養
教
育
は
大
学
の
一
、
二
年
生
に
必
要
な
基
礎
学
問
と
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
本
学
の
教
養
教
育
改
革
の
第
一

歩
は
一
、
二
年
次
学
生
か
ら
始
め
て
い
る
。
し
か
し
、
本
学
が
研
究
大
学
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
教
養
教
育
は
大
学
院
生
に

も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
、
総
長
特
命
教
授
を
含
め
、
本
学
に
お
い
て
卓
越
し
た
教
育
研
究
成
果
を
発
信
し
て
い
る
教
員

に
よ
る
大
学
院
生
対
象
の
「
高
度
教
養
教
育
」
な
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
研
究
大
学
と
し
て

の
教
養
教
育
の
在
り
方
を
こ
れ
か
ら
も
全
学
的
議
論
の
中
で
追
求
し
続
け
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

お
わ
り
に

国
立
大
学
法
人
化
と
い
う
第
三
の
高
等
教
育
制
度
改
革
を
ど
の
よ
う
に
大
学
改
革
に
生
か
せ
る
か
、
全
国
の
国
立
大
学
法
人
と

と
も
に
、
競
争
で
は
な
く
、
協
調
し
て
世
界
に
向
け
て
発
信
し
て
い
き
た
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
国
際
化
と
は
明
治
、
昭
和
の
改

革
の
よ
う
に
相
手
に
学
ん
で
行
く
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
平
成
の
改
革
で
は
日
本
の
独
自
性
、
世
界
が
学
び
に
来
た
く
な
る
大
学

で
溢
れ
る
日
本
の
大
学
改
革
に
な
っ
て
行
き
た
い
。
東
北
大
学
は
そ
の
一
つ
と
し
て
比
類
な
き
特
徴
を
創
造
す
る
こ
と
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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