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模
擬
授
業
開
始
15
分
前
に
８
３
０
８
号

教
室
へ
行
く
と
、
す
で
に
座
席
は
ほ
と
ん

ど
埋
ま
っ
て
い
た
。
橋
本
基
弘
先
生
の
講

義
は
、
学
生
の
間
で
わ
か
り
や
す
い
と
評

判
で
人
気
だ
。
高
校
生
に
も
そ
れ
が
伝

わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
配
ら
れ
た
レ

ジ
ュ
メ
を
読
み
な
が
ら
、
講
義
の
開
始
を

待
っ
た
。

法
と
い
う
眼
鏡
で
社
会
見
る

　

「
今
日
は
、
法
学
部
は
お
も
し
ろ
い
と

こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
ほ
し
い

で
す
」。橋
本
先
生
は
こ
う
口
火
を
切
っ
て
、

模
擬
授
業
を
始
め
た
。

　

「
法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
法
と
い

う
眼
鏡
で
社
会
を
見
る
技
術
を
身
に
つ
け

る
こ
と
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
人
間
と

は
ど
ん
な
生
き
物
な
の
か
を
考
え
る
こ
と

で
す
」
と
、
こ
の
日
の
授
業
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
説
明
。
授
業
は
実
際
に
裁
判
に

な
っ
た
事
例
を
参
考
に
進
ん
だ
。

　

あ
る
病
気
の
患
者
と
そ
の
家
族
に
支
払

わ
れ
る
補
助
金
の
支
払
い
を
遺
族
で
あ
る

娘
が
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
そ
の
患
者
で

あ
っ
た
父
の
認
知
が
な
く
親
子
関
係
が
な

い
こ
と
を
理
由
に
支
払
い
を
拒
絶
さ
れ
、

そ
の
と
き
す
で
に
父
の
死
後
７
年
が
経
過

し
て
い
た
と
い
う
事
例
だ
。

　

民
法
７
８
７
条
に
よ
れ
ば
、
父
ま
た
は

母
の
死
後
３
年
が
経
過
す
る
と
認
知
の
訴

え
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
立
法
の
背

景
に
は
戦
時
中
の
社
会
状
況
が
関
係
し
て

い
る
の
だ
が
、「
戦
時
中
と
は
社
会
が
大

き
く
変
わ
っ
た
の
に
、
ま
だ
そ
ん
な
規
定

が
あ
っ
て
い
い
の
か
」
と
橋
本
先
生
は
問

い
か
け
る
。
死
後
認
知
制
度
の
合
憲
性
の

問
題
だ
。

「
法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は

　
　
　

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
」

法
学
部　

橋
本
基
弘
教
授

存
在
理
由
な
い
法
律
は
い
ら
な
い

　

黒
板
に
図
を
書
き
な
が
ら
法
律
上
の
親

子
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
、「
父
子
関
係

は
法
律
上
当
然
に
発
生
す
る
も
の
で
は
な

い
ん
で
す
」
と
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
。「
法

の
条
文
を
覚
え
る
だ
け
で
な
く
、
条
文
の

存
在
意
義
を
考
え
る
こ
と
も
法
律
学
」
と

解
説
し
、「
法
律
は
生
き
も
の
で
、
い
つ

か
い
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
存
在
理
由
の

な
い
も
の
は
い
ら
な
い
ん
で
す
」
と
強
調

し
た
。

　

途
中
、
橋
本
先
生
は
「
大
学
教
師
は
字

が
下
手
な
人
間
が
多
く
て
、
私
も
そ
の
一

人
な
ん
で
す
が
。
読
め
ま
す
よ
ね
？
」
と

笑
い
を
誘
い
、
教
室
の
雰
囲
気
を
和
ま
せ

る
。

　

続
い
て
橋
本
先
生
は
法
学
部
に
進
む
動

機
に
言
及
し
、
そ
れ
に
は
「
法
に
興
味
が

あ
る
か
ら
」
と
「
ほ
か
に
行
く
所
が
な
い

か
ら
」
の
ふ
た
つ
に
分
か
れ
る
と
い
う
。

そ
の
う
え
で
「
数
学
が
ダ
メ
だ
と
経
済
や

商
学
部
は
厳
し
い
。
文
学
的
素
養
が
な
い

と
文
学
部
も
大
変
。
芸
術
系
は
さ
ら
に
才

能
が
必
要
」
と
話
し
、
結
論
と
し
て
「
数

学
が
で
き
な
く
て
、
文
学
的
・
芸
術
的
才

���������������

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

模

擬

授

業

◆
多
摩
キ
ャ
ン
パ
ス（
文
系
学
部
対
象
）

７
月
18
日（
日
）・
８
月
１
日（
日
）・
８
月
８
日（
日
）

◆
後
楽
園
キ
ャ
ン
パ
ス（
理
工
学
部
対
象
）

７
月
25
日（
日
）・
８
月
７
日（
土
）・
８
月
８
日（
日
）
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「
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
」
は
学
生
の
み

な
ら
ず
、
受
験
生
に
も
関
心
が
高
い
テ
ー

マ
な
の
だ
ろ
う
。
教
室
に
は
、
続
々
と
受

験
生
や
保
護
者
が
集
ま
り
、
講
義
の
開
始

を
待
つ
間
、
事
前
配
布
さ
れ
た
レ
ジ
ュ
メ

に
真
剣
に
目
を
通
し
て
い
た
。

数
字
に
隠
さ
れ
た
背
景
を
考
え
る

　

冒
頭
、
松
丸
先
生
は
「
自
ら
の
人
生
を

ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
く
か
と
い
う
の
が
、

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
」
と
紹
介
し
た
う
え

で
、数
字
の
ク
イ
ズ
と
題
し
て
、ス
ク
リ
ー

ン
に
５
・
６
％
、
４
・
９
％
、
５
・
３
％

の
３
つ
の
数
字
を
映
し
出
し
た
。
答
え
は
、

６
月
末
時
点
で
の
日
本
の
完
全
失
業
率
で
、

順
に
男
性
、
女
性
、
平
均
を
示
し
た
値
で

あ
っ
た
。

　

経
済
学
の
視
点
に
立
っ
て
、
松
丸
先
生

は
「
生
き
た
知
識
と
し
て
デ
ー
タ
を
見
る

た
め
に
は
、
数
字
が
何
を
示
す
の
か
、
数

字
か
ら
何
が
分
か
る
の
か
と
い
っ
た
、
背

景
に
隠
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
考
え
る
と
い

う
過
程
が
必
要
で
す
」
と
強
調
し
た
。

　

平
均
失
業
率
５
・
３
％
と
い
う
数
字
に
、

教
室
か
ら
は
不
安
ま
じ
り
の
た
め
息
が
も

れ
る
な
か
、
次
に
『
就
職
』
と
い
う
キ
ー

ワ
ー
ド
が
出
る
と
、
受
講
者
の
視
線
が
一

気
に
ス
ク
リ
ー
ン
に
集
ま
っ
た
。

大
学
４
年
間
が
将
来
を
左
右
す
る

　

そ
こ
で
松
丸
先
生
は
、
入
学
し
た
ば
か

り
の
大
学
１
年
生
を
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン

の
観
点
か
ら
４
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
た
。

第
１
は
入
学
時
点
で
キ
ャ
リ
ア
形
成
済
み

と
も
い
え
る
『
目
的
志
向
型
』。
第
２
は

大
学
の
学
び
を
生
か
し
た
い
と
真
剣
に
考

え
な
が
ら
も
キ
ャ
リ
ア
を
決
め
き
れ
な
い

『
人
生
模
索
型
』。
第
３
は
授
業
も
サ
ー

ク
ル
も
ほ
ど
ほ
ど
真
面
目
に
頑
張
る
『
バ

ラ
エ
テ
ィ
型
』。
そ
し
て
第
４
が
再
チ
ャ

レ
ン
ジ
志
向
の
強
い
『
不
本
意
型
』
だ
。

　

今
は
昔
と
違
い
、選
択
肢
も
多
く
、迷
っ

能
が
な
い
人
は
ぜ
ひ
法
学
部
へ
来
て
く
だ

さ
い
」
と
ア
ピ
ー
ル
。
こ
の
説
得
に
、
会

場
か
ら
は
一
斉
に
笑
い
が
起
き
た
。

素
朴
な
正
義
感
を
持
つ

　

ま
た
法
学
部
の
学
生
に
必
要
な
資
質
に

つ
い
て
も
触
れ
、「
日
本
語
が
わ
か
る
こ
と
。

あ
る
程
度
、
理
屈
が
わ
か
る
こ
と
。
素
朴

な
正
義
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」
の
3
つ

を
挙
げ
、「
ち
ゃ
ん
と
勉
強
す
れ
ば
み
ん

な
一
定
の
レ
ベ
ル
ま
で
行
け
る
の
が
法
律

の
特
徴
で
す
」
と
法
律
へ
の
関
心
を
誘
っ

た
。

　

「
人
間
社
会
に
ト
ラ
ブ
ル
は
つ
き
も
の

で
あ
り
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
仕

組
み
が
必
要
。
法
学
の
勉
強
は
と
っ
て
も

楽
し
い
し
、
意
義
の
あ
る
こ
と
。
ぜ
ひ
選

択
肢
の
ひ
と
つ
に
法
学
部
を
入
れ
て
く
だ

さ
い
」
と
法
学
部
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
、
模

擬
授
業
を
締
め
く
く
っ
た
。

　

講
義
終
了
後
、
レ
ジ
ュ
メ
を
持
っ
て
質

問
に
来
た
高
校
生
に
先
生
は
丁
寧
に
答
え

て
い
た
。

（
学
生
記
者　

野
崎
み
ゆ
き
＝
法
学
部
3

年
）

法学部　橋本基弘教授

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
入
門

　
　

―

経
済
学
と
は
た
ら
く
こ
と

経
済
学
部　

松
丸
和
夫
教
授



55

た
り
悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
時
代

に
な
っ
た
な
か
で
、
松
丸
先
生
は
「
大
学

４
年
間
の
様
々
な
経
験
を
通
じ
て
、
最
終

的
に
自
分
に
合
う
も
の
を
見
つ
け
て
い
く

の
で
も
遅
く
な
い
。
４
年
間
の
過
ご
し
方

次
第
で
、
将
来
を
左
右
す
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
」
と
強
調
。

　

そ
の
う
え
で
「
経
済
学
を
ベ
ー
ス
に
、

よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
知
恵
や
力
を
学

び
、
社
会
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
で
き
る

人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
」
と
さ
り
げ
な
く
経
済
学
部
を
ア
ピ
ー

ル
し
た
。

自
ら
考
え
、
計
画
し
行
動
す
る

　

ニ
ー
ト
（N

EET

）、
フ
リ
ー
タ
ー
、
３

年
離
職
な
ど
と
い
う
言
葉
が
飛
び
交
う
現

代
社
会
は
、
就
業
力
を
持
っ
た
学
生
が
求

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
備
え
る
た
め
に
、

松
丸
先
生
は
「
自
ら
考
え
、
計
画
し
、
行

動
す
る
。
友
人
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

自
分
が
周
り
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
よ
う
な

生
き
方
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

 
（
学
生
記
者　

三
島
薫
＝
経
済
学
部
１
年
）経済学部　松丸和夫教授

企
業
と
人
材　

　
　

―

こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら

商
学
部　

関
口
定
一
教
授

　

「
企
業
と
人
材
」
を
テ
ー
マ
に
、
授
業

が
始
ま
っ
て
ま
ず
関
口
先
生
は
、
企
業
に

と
っ
て
の
人
材
の
大
切
さ
を
解
説
し
始
め

た
。

企
業
に
最
も
重
要
な
の
は
人
材

　

「
企
業
は
〝
人
と
金
と
物
と
情
報
〞
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、

「
特
に
人
と
情
報
の
動
き
を
見
る
の
が
大

事
だ
が
、
人
の
役
割
が
最
も
大
事
な
存
在

と
な
っ
て
く
る
」
と
述
べ
、
企
業
に
と
っ

て
の
人
材
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
こ
の
後
の
講
義

は
「
人
材
と
雇
用
」
を
焦
点
に
す
す
め
ら

れ
、
関
口
先
生
は
、
社
会
問
題
化
し
て
い

る
大
学
新
卒
者
の
就
職
問
題
を
取
り
上
げ

た
。
景
気
回
復
が
お
ぼ
つ
か
な
い
な
か
で
、

就
職
環
境
の
悪
化
は
、
大
学
生
に
と
っ
て

は
切
実
な
問
題
だ
。

　

そ
の
原
因
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
？
経
済

成
長
の
停
止
、
世
界
同
時
不
況
、
人
件
費

の
削
減
な
ど
様
々
あ
る
が
、
関
口
先
生
は

「
大
学
進
学
者
の
急
増
も
大
き
な
原
因
か

も
し
れ
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

　

大
学
進
学
者
が
増
加
す
る
と
、
希
望
通

り
に
就
職
す
る
の
が
難
し
く
な
る
。
せ
っ

か
く
大
学
で
専
門
的
な
知
識
を
得
て
も
、

就
き
た
い
職
業
に
就
け
な
い
。
高
校
を
卒

業
し
て
就
職
し
た
人
達
と
同
じ
よ
う
な
仕

事
に
つ
く
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

大
学
新
卒
者
の
就
職
内
定
率
が
悪
い
の
も
、

学
生
が
企
業
選
び
に
二
の
足
を
踏
ん
で
し

ま
っ
て
い
る
面
も
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

な
ぜ
雇
用
環
境
は
変
わ
っ
た
の
か

　

次
に
関
口
先
生
は
雇
用
環
境
の
変
化
に

話
を
移
し
た
。

　

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
雇
用
形
態
が

多
様
化
し
、
正
社
員
に
か
わ
っ
て
、
パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
、
派
遣
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

非
正
社
員
の
割
合
が
年
々
大
き
く
な
っ
て

き
て
い
る
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
、



56

株
主
資
本
主
義
化
な
ど
が
雇
用
環
境
に
変

化
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
い
。
な

か
で
も
株
主
資
本
主
義
化
の
影
響
は
大
き

く
、「
今
ま
で
は
専
門
的
な
知
識
が
あ
る

人
が
会
社
を
運
営
し
て
き
た
が
、
現
在
で

は
株
主
が
主
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
株

主
は
自
己
の
利
益
を
最
大
限
に
求
め
よ
う

と
す
る
た
め
、
雇
用
者
に
と
っ
て
は
厳
し

い
状
況
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
関
口
先
生

は
解
説
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
雇
用
形
態
は
終
身
雇
用
制

の
た
め
正
社
員
が
中
心
で
、
非
正
社
員
の

割
合
は
小
さ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で

は
、
非
正
社
員
の
割
合
が
大
き
く
な
り
、

報
酬
の
格
差
も
拡
大
し
て
い
る
。
女
性
は

非
正
社
員
に
な
る
可
能
性
が
大
き
く
、
理

由
と
し
て
「
女
性
へ
の
家
事
負
担
が
い
ま

だ
に
大
き
い
こ
と
と
、
35
歳
す
ぎ
の
正
社

員
採
用
を
企
業
が
行
っ
て
い
な
い
こ
と
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
。

今
後
は
グ
ロ
ー
バ
ル
で
流
動
的
に

　

関
口
先
生
は
、「
一
度
し
か
乗
れ
な
い

列
車
に
乗
り
遅
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
格
差

と
い
う
負
を
背
負
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
状
態
を

な
く
す
た
め
、
よ
り
オ
ー
プ
ン
で
柔
軟
な

雇
用
制
度
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
課
題

と
な
る
、
と
強
調
し
て
授
業
を
締
め
く

く
っ
た
。

（
学
生
記
者　

佐
々
木
里
佳
＝
経
済
学
部

２
年
）

商学部　関口定一教授

中
国
語
入
門

文
学
部　

讃
井
唯
允
教
授

　

讃
井
唯
允
教
授
に
よ
る「
中
国
語
入
門
」

の
模
擬
授
業
は
、「
中
国
は
多
民
族
・
多

言
語
国
家
で
、
私
た
ち
が
中
国
語
と
呼
ん

で
い
る
言
語
は
、
最
大
多
数
の
民
族
で
あ

る
漢
族
が
話
し
て
い
る
言
語
で
、
中
国
で

は
漢
語
と
称
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
解
説

で
は
じ
ま
っ
た
。

　

続
け
て
「
漢
語
に
も
標
準
語
と
方
言
が

あ
り
ま
す
。
本
日
の
授
業
で
は
み
な
さ
ん

に
、
簡
単
な
標
準
語
と
方
言
の
一
種
で
あ

る
広
東
語
を
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
」
と
讃
井
先
生
。
朗
ら
か
な
笑

顔
と
、
や
わ
ら
か
な
口
調
に
、
教
室
を
埋

め
た
高
校
生
ら
は
、
自
然
に
講
義
に
引
き

寄
せ
ら
れ
た
。

北
京
語
と
広
東
語
は
ま
る
で
異
言
語

　

中
国
語
に
も
「
標
準
語
」
と
「
方
言
」

が
あ
っ
て
、
標
準
語
に
あ
た
る
の
が
「
北

京
普
通
話
（
北
京
語
）」。
方
言
の
種
類
は

日
本
と
同
じ
で
地
域
ご
と
に
多
様
に
存
在

す
る
が
、
お
も
に
「
八
大
方
言
」
に
大
別

さ
れ
る
。
そ
の
八
大
方
言
の
一
つ
が
広
東

語
だ
。

　

「
お
な
じ
中
国
語
で
も
北
京
語
と
広
東

語
で
は
、
発
音
、
声
調
、
語
彙
、
文
法
、

あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
異
な
り
ま
す
。
日

本
語
の
方
言
な
ん
て
か
わ
い
い
も
の
で

す
」
と
讃
井
先
生
。「
北
京
語
と
広
東
語

の
違
い
は
も
は
や
方
言
と
い
う
概
念
の
域

を
超
え
、
ま
っ
た
く
別
の
言
語
に
感
じ
る
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
英
語
と
フ
ラ

ン
ス
語
も
し
く
は
ド
イ
ツ
語
の
違
い
く
ら

い
大
き
な
も
の
な
の
で
す
」
と
続
け
た
。

　

こ
の
説
明
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
讃
井

先
生
は
「
学
校
」
と
い
う
文
字
を
黒
板
に

書
き
、
そ
の
下
に
北
京
語
、
広
東
語
そ
れ

ぞ
れ
の
読
み
方
の
ふ
り
が
な
で
あ
る
ピ
ン

イ
ン
を
記
し
た
。
北
京
語
は「xuexiao

」

広
東
語
は
「hohk haauh

」
と
表
記
さ
れ
、

先
生
が
実
際
に
発
音
し
て
み
る
と
そ
の
違

い
は
更
に
際
立
っ
て
聞
こ
え
た
。
こ
れ
に

は
教
室
内
は
ざ
わ
つ
き
出
し
、
興
味
津
津

に
顔
を
見
合
わ
せ
る
高
校
生
の
姿
も
み
ら

れ
た
。生

徒
参
加
型
授
業
で
教
室
に
活
気

　

次
に
、
先
生
は
１
か
ら
10
ま
で
の
数
字

を
黒
板
に
書
き
、「
北
京
語
と
広
東
語
の

数
字
の
読
み
方
の
違
い
で
す
。
黙
っ
て
い

て
も
退
屈
で
し
ょ
う
か
ら
、
み
な
さ
ん
も

私
の
あ
と
に
続
い
て
一
緒
に
発
音
し
て
み

ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
掛
け
る
と
、
意
欲
旺

盛
な
高
校
生
た
ち
が
リ
ピ
ー
ト
し
、
教
室

内
は
一
気
に
活
気
に
満
ち
た
。
生
徒
参
加文学部　讃井唯允教授

型
の
授
業
に
、
参
加
者
は
北
京
語
と
広
東

語
が
ま
る
で
異
言
語
で
あ
る
と
い
う
面
白

さ
を
体
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

　

讃
井
先
生
は
、
前
列
に
座
っ
て
熱
心
に

ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
た
女
子
高
生
に
、「
北

京
語
と
広
東
語
ど
ち
ら
に
親
し
み
を
感
じ

ま
し
た
か
？
」
と
質
問
。
中
国
語
を
勉
強

し
て
い
る
と
い
う
女
子
高
生
は
、
少
し
恥

ず
か
し
そ
う
に
「
北
京
語
の
ほ
う
が
、
勉

強
し
て
い
る
せ
い
か
発
音
は
し
や
す
か
っ

た
で
す
。
広
東
語
は
発
音
が
よ
り
難
し
く

て
癖
が
あ
る
け
ど
、
一
方
で
か
わ
い
ら
し

い
感
じ
が
し
ま
す
」
と
し
っ
か
り
と
答
え

て
い
た
。

　

授
業
は
終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
で
す
す

め
ら
れ
、
あ
っ
と
い
う
間
の
50
分
だ
っ
た
。

 

（
学
生
記
者　

熊
谷
百
夏
＝
法
学
部
１
年
）

メ
デ
ィ
ア
表
現
と
能
力
開
発

総
合
政
策
学
部　

松
野
良
一
教
授

　

授
業
開
始
前
に
大
勢
の
受
講
者
で
埋

ま
っ
た
教
室
は
、
女
性
が
半
数
以
上
を
占

め
て
い
た
。「
メ
デ
ィ
ア
表
現
と
能
力
開

発
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
女
性
の
関
心
を

誘
っ
た
よ
う
だ
。
松
野
良
一
教
授
は
、
大

学
卒
業
後
勤
め
た
新
聞
社
、
テ
レ
ビ
局
で

の
経
験
談
を
紹
介
し
な
が
ら
、
授
業
を
始

め
た
。

メ
デ
ィ
ア
表
現
で
能
力
を
開
発

　

最
初
に
松
野
先
生
は
、
一
つ
の
映
像
作

品
が
出
来
上
が
る
ま
で
の
流
れ
を
ス
ク

リ
ー
ン
に
映
し
出
し
、「
こ
の
一
つ
の
流

れ
を
体
験
す
る
こ
と
で
、
授
業
だ
け
で
は

身
に
着
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
た
く
さ

ん
の
能
力
を
学
生
に
開
発
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
強
調
。
例
え
ば
、
取
材
を
お

願
い
す
る
た
め
に
必
要
な
交
渉
力
や
、
力

を
合
わ
せ
、
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
協
調
性
、
撮
影

を
通
し
て
磨
か
れ
る
感
性
、
な
ど
を
あ
げ

た
。

　

続
け
て
松
野
先
生
は
「
学
生
に
対
し
て

難
し
い
方
法
論
を
言
っ
て
も
実
践
し
て
く
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れ
な
い
。
だ
か
ら
、
最
初
に
Ｐ
Ｖ
を
作
る

こ
と
に
し
て
い
る
」
と
紹
介
し
、
今
年
の

１
年
生
の
作
品
を
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出

し
た
。

　

１
曲
の
音
楽
に
あ
わ
せ
て
、
作
り
あ
げ

ら
れ
た
作
品
は
わ
ず
か
数
分
間
で
あ
っ
た

が
、
受
講
者
の
心
を
奪
う
よ
う
な
感
動
的

な
も
の
で
あ
っ
た
。「
作
品
を
作
り
終
わ

る
と
、
大
部
分
の
学
生
が
『
映
像
に
は
情

緒
的
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と

に
気
が
つ
き
ま
す
。
そ
し
て
『
や
れ
ば
で

き
る
』
と
い
う
自
己
効
力
感
を
獲
得
で
き

る
の
で
す
」
と
松
野
先
生
。

小
学
生
に
番
組
制
作
を
指
導

　

「
映
像
表
現
能
力
を
身
に
着
け
る
」
試

み
の
一
つ
と
し
て
、
松
野
先
生
の
研
究
室

で
は
小
学
生
に
テ
レ
ビ
番
組
制
作
を
指
導

し
て
い
る
。
番
組
は
、
①
レ
ポ
ー
ト
②
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
③
雑
観
の
３
要
素
で
制
作
す

る
が
、
こ
の
活
動
を
通
し
て
小
学
生
で
も

テ
レ
ビ
を
批
判
的
に
観
る
こ
と
が
で
き
る総合政策学部　松野良一教授

よ
う
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

力
が
向
上
し
て
い
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
松
野
先
生
は
、
Ｆ
Ｌ
Ｐ
ゼ
ミ
で

制
作
し
て
い
る
「
多
摩
探
検
隊
」
と
い
う

番
組
は
多
摩
地
域
な
ど
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ

ビ
８
局
、
ア
メ
リ
カ
で
も
放
送
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
紹
介
。
こ
の
番
組
は
企
画
、
取

材
、
撮
影
、
編
集
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
の
す

べ
て
を
学
生
が
行
い
、
こ
れ
ま
で
に
数
多

く
の
名
誉
あ
る
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

某
テ
レ
ビ
局
に
入
社
し
た
ゼ
ミ
の
卒
業

生
は
、「
中
大
に
入
学
し
た
頃
は
東
大
生

に
１
０
０
ｍ
の
差
を
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
、

ゼ
ミ
で
学
ん
だ
実
践
的
な
力
に
よ
っ
て
卒

業
し
た
ら
、
東
大
生
に
１
０
０
ｍ
以
上
の

「
失
敗
は
成
功
の
母
」

理
工
学
部　

加
茂
文
三
准
教
授

　

『
失
敗
は
成
功
の
母
で
あ
る
』
と
い
う

大
き
な
テ
ー
マ
で
、
授
業
は
は
じ
ま
っ
た
。

応
用
化
学
科
の
大
学
院
生
で
あ
る
記
者
は
、

学
部
４
年
次
に
受
け
て
以
来
、
５
年
ぶ
り

の
授
業
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
期
待
を

持
っ
て
教
室
に
向
か
っ
た
。

有
名
化
学
者
の
成
功
体
験
を
紹
介

　

加
茂
先
生
は
化
学
の
中
で
も
、
高
分
子

と
い
う
分
野
が
専
門
。「
こ
の
分
野
は
出

来
て
か
ら
ま
だ
1
世
紀
に
も
満
た
な
い
新

し
い
分
野
の
一
つ
で
、
数
多
く
の
偶
然

差
を
つ
け
て
い
た
」
と
言
っ
て
、
ゼ
ミ
活

動
に
感
謝
し
た
と
い
う
。

「
人
間
と
は
何
か
」」
を
考
え
る

　

最
後
に
松
野
先
生
は
、「
番
組
制
作
を

通
し
た
、
た
く
さ
ん
の
人
と
の
出
会
い
に

よ
っ
て
、『
人
間
と
は
何
か
？
』『
生
き
る

と
は
何
か
？
』
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ

と
が
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

メ
デ
ィ
ア
教
育
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
は
就
活
に
も
役

に
立
つ
で
し
ょ
う
」
と
強
調
し
て
、
授
業

を
締
め
く
く
っ
た
。

 

（
学
生
記
者　

梶
彩
夏
＝
文
学
部
１
年
）
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か
ら
発
展
し
て
き
て
い

る
」。
そ
ん
な
前
置
き

か
ら
始
ま
り
、
加
茂
先

生
は
様
々
な
有
名
化
学

者
の
偶
然
か
ら
得
ら
れ

た
大
き
な
成
功
体
験
を

紹
介
し
た
。

　

中
で
も
ま
ず
、
偶
然

に
偶
然
が
重
な
っ
て
大

発
見
と
な
っ
た
、
ノ
ー

ベ
ル
化
学
賞
受
賞
者
で

あ
る
白
川
秀
樹
先
生

の
研
究
を
挙
げ
ら
れ

た
。
白
川
先
生
の
行
っ

た
研
究
は
、
導
電
性
ポ

リ
ア
セ
チ
レ
ン
の
研
究

で
あ
る
。
こ
の
研
究
を

行
っ
て
い
る
時
、『
触

媒
』
と
い
う
実
験
に
は

欠
か
せ
な
い
材
料
の
濃

度
を
１
０
０
０
倍
濃
く

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

偶
然
が
大
発
見
を
も
た

ら
し
た
。
し
か
し
、
実

は
こ
の
『
触
媒
』
自
身

も
、
そ
の
発
見
が
ノ
ー

ベ
ル
化
学
賞
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
発
見
者
で
あ
るZiegler

（
チ
ー

グ
ラ
ー
）
の
実
験
上
の
ち
ょ
っ
と
し
た
偶

然
、Ziegler

が
隣
の
研
究
室
か
ら
或
る

実
験
装
置
を
借
り
、
ま
た
そ
の
装
置
が
微

量
の
或
る
化
学
物
質
に
よ
っ
て
汚
れ
て
い

た
、と
い
う
偶
然
が
な
け
れ
ば
、こ
の
『
触

媒
』
の
大
発
見
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、
日
本
人
で
４

人
目
の
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
受
賞
者
で
あ
る

島
津
製
作
所
の
田
中
耕
一
さ
ん
を
挙
げ
ら

れ
た
。
田
中
さ
ん
の
研
究
は
『
生
体
高
分

子
の
同
定
お
よ
び
構
造
解
析
の
た
め
の
手

法
の
開
発
』
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
は
、
タ
ン
パ
ク
質
な
ど
の
生
体
高
分
子

を
質
量
分
析
す
る
方
法
を
開
発
す
る
と
い

う
研
究
で
あ
る
。
生
体
高
分
子
は
そ
の
ま

ま
の
状
態
で
は
質
量
分
析
が
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
、
緩
衝
材
と
し
て
い
く
つ
か
の

物
質
を
1
つ
ず
つ
入
れ
な
が
ら
試
し
て
い

く
は
ず
だ
っ
た
。
あ
る
時
、
間
違
え
て
そ

れ
ら
を
一
度
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
方
法
が
結
果
的
に
は
良
い
方
法

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

他
に
も
、
化
学
関
連
物
質
に
限
っ
て
み

理工学部　加茂文三准教授

て
も
、
セ
ル
ロ
イ
ド
、
安
全
ガ
ラ
ス
（
合

わ
せ
ガ
ラ
ス
）、
テ
フ
ロ
ン
、
ゴ
ム
、
ホ

カ
ロ
ン
（
携
帯
用
カ
イ
ロ
）、
ア
ス
パ
ル

テ
ー
ム
（
人
口
甘
味
料
）、ク
ラ
ウ
ン
エ
ー

テ
ル
な
ど
、
数
え
だ
し
た
ら
き
り
が
な
い

ほ
ど
に
多
く
の
物
が
、『
偶
然
』
が
引
き

金
と
な
っ
て
発
明
さ
れ
、
社
会
に
貢
献
し

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

偶
然
や
失
敗
の
探
求
が
創
造
へ

　

最
後
に
加
茂
先
生
は
、『Serendipity

』

と
い
う
造
語
が
大
き
く
書
か
れ
た
ス
ラ
イ

ド
を
映
し
だ
し
た
。
こ
の
言
葉
は
偶
然
と

察
知
を
組
み
合
わ
せ
て
『
偶
察
』
と
翻
訳

し
て
い
る
人
も
い
る
。
偶
然
か
ら
真
理
を

探
求
す
る
こ
と
で
必
然
や
定
義
が
生
ま
れ
、

も
の
の
創
造
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う

意
味
の
造
語
だ
。

　

こ
ん
な
造
語
が
生
ま
れ
る
く
ら
い
、
科

学
で
は
偶
然
が
重
な
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。
現
在
、

科
学
を
学
ん
で
い
る
最
中
で
あ
る
記
者
に

と
っ
て
、
と
て
も
印
象
に
残
る
授
業
で

あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
学
生
記
者　

橋
本
奈
緒
美
＝
理
工
学
研

究
科
博
士
後
期
３
年
）




