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先
生
方
に
と
っ
て
「
教
師
の
側
か
ら
働
き
掛
け
な

く
て
も
、主
体
的
に
学
ぶ
生
徒
」
を
育
て
る
こ
と
は
、

究
極
の
目
標
だ
と
思
い
ま
す
。内
発
的
動
機
づ
け（
自

ら
物
事
に
取
り
組
む
意
欲
の
こ
と
）
理
論
の
第
一
人

者
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
Ｌ
・
デ
シ
氏
は
、
人
が
学

び
に
対
す
る
主
体
性
を
獲
得
す
る
ま
で
の
段
階
を
図

の
よ
う
に
整
理
し
て
い
ま
す
。

  

ま
ず
、
行
動
が
生
起
し
な
い
段
階
（
無
意
欲
・
無

関
心
）
か
ら
、
先
生
に
言
わ
れ
る
か
ら
仕
方
な
く
学

習
し
た
り
（
外
的
調
整
）、
義
務
感
や
先
生
の
期
待

に
応
え
る
た
め
に
学
習
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
（
取

り
入
れ
調
整
）。
や
が
て
学
び
の
重
要
性
や
必
要
性

を
自
分
で
も
認
識
し
は
じ
め
（
同
一
化
調
整
）、
更

に
は
学
び
に
関
し
て
自
分
な
り
の
価
値
観
を
形
成
し

て
（
統
合
化
調
整
）
学
習
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。
最
終
的
に
は
自
ら
学
ぶ
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

て
主
体
的
に
学
び
に
向
か
う
よ
う
に
な
る
（
内
発
的

動
機
づ
け
）
と
い
う
の
が
デ
シ
の
理
論
で
す
。

　

こ
の
デ
シ
の
理
論
を
意
識
し
な
が
ら
生
徒
の
様
子

を
見
て
み
る
と
、
同
じ
学
年
で
も
、
外
的
調
整
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
生
徒
や
、
同
一
化
調
整
段
階
に

達
し
て
い
る
生
徒
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
の
生
徒

が
い
る
こ
と
に
気
付
く
は
ず
で
す
。教
師
の
役
割
は
、

個
々
の
生
徒
が
ど
の
段
階
に
い
る
か
を
つ
か
み
、
生

徒
が
次
の
段
階
に
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き
る
よ
う

に
、
働
き
掛
け
を
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

生
徒
の
成
長
段
階
を
一
律
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

個
別
に
対
応
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

多
様
な
段
階
の
生
徒
が
い
る
中
で
、
先
生
方
の
一

番
の
悩
み
は
、
そ
も
そ
も
学
習
に
参
加
し
よ
う
と
し

段
階
を
踏
み
な
が
ら

生
徒
を
自
発
的
な
学
び
に
向
か
わ
せ
る

上
越
教
育
大
教
授

中
山
勘
次
郎

言
わ
れ
た
こ
と
に
は
取
り
組
む
が
、
自
ら
課
題
を
見
付
け
て
動
く
生
徒
が
少
な
い
と
聞
く
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
教
師
は
生
徒
を
自
発
的
な
学
び
へ
と
向
か
わ
せ
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
働
き
掛
け
を
し
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

学
習
へ
の
動
機
づ
け
論
を
研
究
テ
ー
マ
と
す
る
上
越
教
育
大
の
中
山
勘
次
郎
教
授
に
話
を
聞
い
た
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

多
様
な
段
階
の
生
徒
が

同
じ
学
年
の
中
に
存
在
し
て
い
る

な
か
や
ま
・
か
ん
じ
ろ
う
◎
筑
波
大
大
学
院
博
士
課
程
心
理
学
研
究
科
単

位
修
得
退
学
。
専
攻
は
学
習
心
理
学
（
動
機
づ
け
論
）。
児
童
の
学
習
へ

の
動
機
づ
け
に
対
す
る
社
会
的
文
脈
の
影
響
性
が
研
究
テ
ー
マ
。
著
書
に

『
児
童
の
動
機
づ
け
志
向
性
と
社
会
的
場
面
に
お
け
る
達
成
行
動
』（
風
間

書
房
）
な
ど
。
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生徒の心に火をつける

な
い
生
徒
（
無
意
欲
・
無
関
心
の
段
階
）
の
存
在
で

し
ょ
う
。
彼
ら
は
「
言
わ
れ
た
か
ら
仕
方
な
く
勉
強

す
る
」
こ
と
さ
え
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。

　

私
は
彼
ら
が
学
び
に
無
意
欲
で
あ
る
理
由
の
１
つ

に
、「
経
験
と
自
信
の
不
足
」
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。
学
習
に
対
し
て
意
欲
的
な
態
度
を
示
す
生
徒

は
、過
去
に
失
敗
や
挫
折
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
た
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
少
々
高
い
ハ
ー
ド
ル
を
課
さ
れ
て
も
、「
き
っ

と
ま
た
自
分
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う

自
信
を
持
っ
て
学
び
に
取
り
組
む
こ
と
が
出
来
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
課
題
を
乗
り
越
え
た
経
験
が
な
い

生
徒
は
、
自
分
の
能
力
よ
り
高
い
課
題
を
前
に
し
た

時
に
は
不
安
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は

学
び
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

　

鍵
を
握
る
の
は
、
彼
ら
に
自
信
と
経
験
を
積
ま
せ

る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
に
は
「
ま
だ
出
来

て
い
な
い
こ
と
」
で
は
な
く
、「
頑
張
れ
ば
今
の
力

で
も
出
来
る
こ
と
」
を
目
標
に
据
え
る
の
が
大
切
で

す
。
例
え
ば
、
30
分
間
集
中
し
て
授
業
を
受
け
る
の

が
精
一
杯
の
生
徒
な
ら
、「
30
分
間
集
中
す
る
こ
と
」

を
目
標
に
設
定
す
る
。
そ
し
て
、
頑
張
っ
て
成
功
で

き
た
体
験
を
積
み
重
ね
る
と
同
時
に
、
ど
ん
な
行
動

が
有
効
だ
っ
た
の
か
を
し
っ
か
り
意
識
さ
せ
る
こ
と

で
、
学
び
へ
の
拒
否
反
応
を
軽
減
し
、
徐
々
に
学
習

に
参
加
す
る
態
勢
を
整
え
て
い
く
の
で
す
。

　

多
く
の
生
徒
は
、
外
的
調
整
や
取
り
入
れ
調
整
の

段
階
に
あ
り
、
教
師
か
ら
言
わ
れ
な
い
と
学
習
し
よ

う
と
し
な
い
の
が
現
状
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た

中
で
も
、
工
夫
次
第
で
生
徒
の
自
発
性
を
引
き
出
し

て
い
く
こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

　

例
え
ば
、
国
語
の
授
業
で
、
漢
字
の
小
テ
ス
ト
を

ポ
イ
ン
ト
制
に
し
た
先
生
が
い
ま
す
。
テ
ス
ト
の
点

数
だ
け
で
は
な
く
、
準
備
学
習
や
出
来
な
か
っ
た
漢

字
を
復
習
し
た
時
間
も
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
加
算
し
、

テ
ス
ト
の
点
数
が
低
か
っ
た
場
合
で
も
し
っ
か
り
復

習
を
す
れ
ば
１
０
０
点
を
取
っ
た
場
合
と
同
じ
ポ
イ

ン
ト
を
与
え
る
仕
組
み
に
し
ま
し
た
。

　
「
ポ
イ
ン
ト
制
で
刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
生
徒
を

学
習
に
向
か
わ
せ
る
」
と
い
っ
た
方
法
は
、
一
般
に

は
刺
激
を
与
え
る
の
を
止
め
て
し
ま
う
と
同
時
に
生

徒
は
や
る
気
を
失
う
の
で
、
学
習
が
継
続
し
な
い
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
先
生
は
、
準
備

学
習
と
復
習
に
高
い
配
点
ポ
イ
ン
ト
を
設
定
す
る
こ

と
で
、「
学
習
は
テ
ス
ト
の
結
果
が
良
け
れ
ば
そ
れ

で
い
い
の
で
は
な
く
、
準
備
学
習
と
見
直
し
が
大
事

な
ん
だ
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ポ
イ
ン
ト
制
の

中
に
込
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け

取
っ
た
生
徒
の
中
に
は
、
学
習
で
何
が
大
切
な
の
か

を
体
得
し
、
学
び
に
対
す
る
姿
勢
が
変
わ
る
生
徒
が

出
て
く
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
「
義
務
感
や
周
囲
の
期
待
に
応
え
た
い
」
と
い
う

意
識
の
生
徒
を
も
う
一
段
上
の
段
階
に
引
っ
張
り
上

げ
て
い
く
に
は
、
先
生
が
そ
の
教
科
を
学
ぶ
こ
と
の

意
義
や
面
白
さ
を
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
に
伝
え
て
い

く
か
も
重
要
に
な
り
ま
す
。
中
学
校
で
は
学
ぶ
内
容

の
抽
象
度
が
高
ま
る
た
め
、
生
徒
は
「
こ
ん
な
学
習

を
し
て
、
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」

と
い
う
疑
問
を
抱
き
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
生
徒
の

疑
問
に
対
し
て
、「
こ
れ
を
学
ぶ
と
、
生
活
の
こ
ん

な
場
面
に
役
立
つ
ん
だ
」「
モ
ノ
の
見
方
が
こ
う
広

が
る
よ
」
な
ど
と
、
生
徒
に
向
け
て
説
得
力
の
あ
る

言
葉
で
語
る
こ
と
。
教
師
に
そ
れ
が
出
来
る
か
ど
う

か
が
、
生
徒
を
自
発
的
な
学
び
に
向
か
わ
せ
る
た
め

に
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

学
ぶ
こ
と
の
意
義
や
面
白
さ
を

生
徒
た
ち
に
伝
え
ら
れ
る
か
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