
〈
全
身
学
習
法
〉

と
こ
ろ
で
、
入
学
前
の
生
活
体
験
の
中
で
影
響
が

大
き
い
の
は
、
テ
レ
ビ
と
ゲ
ー
ム
で
あ
る
が
、
両
者

と
も
「
影
」
の
部
分
の
み
多
く
、「
光
」
は
少
な
い
。

曇
天
下
に
あ
る
言
語
環
境
に
と
き
ど
き
光
が
射
す
の

は
、
音
楽
か
も
し
れ
な
い
。
歌
と
い
え
ば
、
生
涯
教

育
的
に
は
子
守
唄
に
始
ま
り
、
童
謡
、
小
学
校
唱
歌
、

フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
、
演
歌
…
…
と
続
く
が
、
こ
れ
ら

は
全
て
、
人
生
の
子
守
歌
と
い
っ
て
よ
い
。
メ
ロ

デ
ィ
が
こ
れ
に
加
わ
り
、
心
も
癒
さ
れ
る
か
ら
だ
。

そ
う
い
え
ば
ユ
ダ
ヤ
に
全
身
学
習
法
と
い
っ
て
、

声
を
出
し
て
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
も
読
み
な
が
ら
、

手
で
な
ぞ
り
な
が
ら
、
体
を
動
か
し
な
が
ら
全
身
で

覚
え
さ
せ
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
記
憶

力
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
ユ
ダ
ヤ
人
に

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
最
も
多
い
理
由
の
ひ
と
つ
。

な
ぜ
な
ら
、
創
造
と
は
異
質
（
多
様
）
な
知
識
の
組

合
せ
だ
か
ら
）。

〈
入
門
期
以
前
こ
そ
が
大
切
〉

つ
ま
り
、
言
語
指
導
は
乳
幼
児
期
か
ら
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
国
語
教
育
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
人
間
教
育
の
基
礎
で
も
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
現
実
に
は
こ
の
分
野
の
研
究
は
遅
れ
て
い
る
感

が
あ
る
。
国
語
教
育
は
生
涯
学
習
の
第
一
歩
な
の
で

あ
る
。
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〈
喃な

ん

語ご

か
ら
言
語
へ
―
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
？
〉

人
間
（
赤
ち
ゃ
ん
）
が
最
初
に
喋
る
言
葉
は
何
だ

ろ
う
か
。
か
ね
が
ね
疑
問
に
思
っ
て
い
た
の
で
、
発

達
心
理
学
の
教
授
ら
に
き
い
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も

定
か
で
な
い
。
大
方
の
答
え
は
「
喃
語
」
に
な
る
が
、

そ
れ
は
「
ア
ー
」
と
か
「
ウ
ー
」
と
い
う
「
言
葉
に

な
ら
な
い
段
階
の
『
声
』」
で
あ
っ
て
、
言
語
と
は
い

え
な
い
。
喃
語
か
ら
言
葉
に
移
る
「
発
達
」
の
過
程

が
知
り
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
研
究
す
る
方
法
は
二
つ
あ
る
と
思
う
。
ひ

と
つ
は
、
赤
ち
ゃ
ん
が
自
然
に
覚
え
て
い
く
（
学
習

す
る
）
言
葉
を
調
べ
る
方
法
、
い
ま
ひ
と
つ
は
、
親

が
積
極
的
に
赤
ち
ゃ
ん
に
は
ど
う
い
う
言
葉
か
ら
教

え
た
ら
よ
い
か
を
考
え
る
方
法
で
あ
る
。
前
者
は
比

較
的
容
易
だ
が
教
育
学
的
に
は
後
者
の
方
法
が
重
要

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
で
は
そ
れ
が

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
発
達
教
育

学
（
発
達
心
理
学
で
は
な
い
）
が
遅
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
生
初
期
の
言
語
教

育
の
研
究
が
望
ま
れ
る
。

〈
模
倣
と
模
範
〉

あ
ら
ゆ
る
教
育
の
第
一
歩
は
模
倣
で
あ
る
。
そ
れ

を
疑
う
人
は
、
今
、
書
い
た
り
読
ん
だ
り
し
て
い
る
文

字
を
自
分
で
発
明（
創
造
）し
た
も
の
か
ど
う
か
を
考

え
て
み
る
が
よ
い
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、「
模
倣．
」
と

き
い
た
ら「
模
範．
」
を
連
想
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
う

せ
模
倣
す
る
な
ら
善
い
こ
と
、
美
し
い
こ
と
、「
模
範．

を
模
倣．
」し
た
方
が
よ
い
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
、
赤

ち
ゃ
ん
は
模
範
か
否
か
の
判
断
力
が
な
い
上
、
動
け

な
い
か
ら
身
近
の
親（
必
ず
し
も
模
範
と
い
え
な
い
）

を
模
倣
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
教
育
の
悲
劇
の

第
一
歩
が
あ
る
。「
子
は
親
の
鏡．
」
と
い
わ
れ
る
所
以

ゆ
え
ん

で
あ
る
。「
親
は
子
の
鑑．
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
で
あ
る
。「
嗚あ

呼あ

」（
こ
れ
は
大
人
の
喃
語
か
？
）

〈
最
初
に
教
え
る
言
葉
は
？
〉

赤
ち
ゃ
ん
に
最
初
に
教
え
る
言
葉
は
何
か
、
と
い
う

こ
と
に
気
づ
い
た
の
が
、
通
勤
電
車
の
中
吊
広
告
を
見

た
と
き
で
あ
る
。
広
告
に
は
、
紙
面
一
面
に
大
き
く

“Please”

と
だ
け
書
い
て
あ
っ
た
の
で
近
づ
い
て
よ
く

見
る
と
、
下
の
方
に
小
さ
く
、「
ア
メ
リ
カ
で
二
番
目

に
教
え
る
言
葉
」
と
あ
り
、
隅
の
方
に
、
○
○
英
会

話
学
院
と
あ
る
。
そ
の
と
き
、
そ
れ
で
は
一
番
目
は
何

か
と
連
想
し
た
。
勿も

ち

論ろ
ん

「
サ
ン
キ
ュ
ー
」
で
あ
る
。
な

ら
ば
、
三
番
目
は
何
か
と
考
え
て
い
く
の
が
、
模
倣
か

ら
創
造
へ
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
三
番
目
は
と
ア
メ
リ

カ
帰
り
の
大
学
教
授
に
き
く
と
、
即
座
に
「
ユ
ア
ウ
ェ

ル
カ
ム
（
ど
う
い
た
し
ま
し
て
）」
と
い
う
。

こ
の
、「
あ
り
が
と
う
、
ど
う
ぞ
、
ど
う
い
た
し
ま

し
て
」
の
三
つ
の
言
葉
は
、
子
ど
も
の
躾
の
基
本
と

し
て
も
必
要
で
あ
る
。「
三
つ
子
の
魂
百
ま
で
」
な
の

だ
が
、
問
題
は
、
日
本
で
は
そ
う
し
た
教
育
論
が
な

い
の
で
、
小
学
生
に
な
っ
て
か
ら
慌
て
て
言
語
教
育
、

道
徳
教
育
と
い
っ
て
も
手
遅
れ
な
の
で
あ
る
。
入
学

前
の
言
語
教
育
は
大
き
な
忘
れ
物
で
あ
る
。

〈
体
験
か
ら
学
ぶ
言
葉
〉

そ
う
い
え
ば
、
若
い
頃
二
度
目
の
ド
イ
ツ
留
学
か

ら
の
帰
国
に
際
し
、
家
族
を
呼
び
寄
せ
て
、
二
週
間

位
滞
在
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
当

時
三
歳
の
二
男
が
覚
え
た
た
っ
た
ひ
と
つ
の
ド
イ
ツ

語
が
、「
ビ
ッ
テ
」（
英
語
の
プ
リ
ー
ズ
）
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
人
達
が
日
常
生
活
で
如い

何か

に
ビ
ッ

テ
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
る
か
を
表
わ
し
て
い

る
。
次
男
は
無
意
識
の
う
ち
に
「
ビ
ッ
テ
」
と
い
う

言
葉
と
そ
の
使
い
方
（「
ビ
ッ
テ
」
に
は
ど
う
い
た
し

ま
し
て
の
意
も
あ
る
）
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
帰
国

後
も
暫し

ば
ら

く
の
間
、
ビ
ッ
テ
と
言
っ
て
い
た
の
で
ビ
ッ

テ
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
つ
い
た
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
こ
と
は
、
言
語
の
習

得
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
模
倣
し
な
が
ら
覚
え
て
い

く
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
校
教
育

で
は
意
識
的
・
意
図
的
に
模
倣
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
入
学
前
の
無
意
識
的
学
習

の
多
寡
が
入
学
後
の
意
識
的
学
習
の
効
果
に
影
響
を
及

ぼ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
入
学
前
の
直
接

体
験
学
習
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
入
学
後
の
学
習
が

ス
ム
ー
ズ
に
な
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の

が
、
こ
の
「
無
意
識
的
学
習
」
と
「
意
図
的
学
習
」
を

統
合
す
る
教
育
方
法
で
、
こ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
と
い
う
。
そ
の
際
、
無
意
識
的
学
習
を
意
図
的
学

習
に
先
行
．
．

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
勿
論
、
学
校

教
育
の
一
環
と
し
て
無
意
識
的
学
習
を
意
図
的
に
行
う

こ
と
も
で
き
る
。
実
は
そ
れ
が
生
活
科
で
も
あ
る
。
ま

た
、
教
師
の
学
校
生
活
で
の
態
度
、
行
動
が
模
範
的
で

あ
れ
ば
、
子
ど
も
は
教
師
の
模
範
的
行
動
を
無
意
識
的

に
学
習
し
、
さ
ら
に
そ
の
教
師
か
ら
意
図
的
に
道
徳
の

指
導
を
さ
れ
る
と
一
層
道
徳
教
育
の
効
果
が
上
る
こ
と

に
な
る
。
道
徳
教
育
に
は
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が

必
要
な
の
だ
。
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