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今
年
で
、
私
は
小
学
校
の
教
師
生
活
18
年
目
を
終
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
４
月
か
ら
は
19
年
目
に
入
り
、
毎
年
教
師
経
験
を
重
ね
る
こ
と
は
、
こ

れ
か
ら
定
年
を
迎
え
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

社
会
情
勢
や
児
童
の
特
性
は
日
々
変
化
を
為
し
、
私
た
ち
教
員
も
変
化
の
あ
る

指
導
法
を
工
夫
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
私
自
身
の
国
語
科
の
授
業
を
振
り
返
る
と
、
学
習
指
導
要
領
と

教
科
書
教
材
あ
り
き
の
指
導
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
授
業
を
行
う
前
に
、

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
該
当
学
年
の
指
導
事
項
を
確
認
し
、
教
科
書
教
材
を

読
ん
で
自
分
な
り
の
教
材
分
析
を
し
、
指
導
の
流
れ
に
つ
い
て
は
教
科
書
指
導

書
に
沿
っ
て
単
元
の
流
れ
を
組
み
立
て
授
業
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
っ

て
い
た
。
こ
の
方
法
で
18
年
間
、
国
語
科
の
授
業
を
行
い
、
そ
れ
が
体
に
染
み

つ
い
て
き
て
い
る
。
こ
れ
が
、
国
語
科
の
授
業
な
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。
学
習

指
導
要
領
と
教
科
書
教
材
・
教
科
書
指
導
書
が
な
け
れ
ば
、
授
業
が
成
り
立
た

な
い
と
思
っ
て
い
た
。

現
在
の
小
学
校
の
国
語
科
教
育
の
柱
は
、
学
習
指
導
要
領
に
あ
る
。
教
科
書

も
、
指
導
目
標
も
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
指
導
方
法
に

つ
い
て
は
、
十
人
十
色
で
あ
る
。
十
人
教
師
が
い
れ
ば
、
十
通
り
の
教
え
方
が

あ
っ
て
当
然
だ
と
思
う
。
こ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昨
年
度
と
今
年
度
、

国
語
科
の
研
究
大
会
等
に
携
わ
り
、
学
習
指
導
要
領
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

国
語
科
の
専
門
書
を
少
な
か
ら
ず
読
む
よ
う
に
な
り
、
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ

た
様
々
な
指
導
方
法
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
学
習
指
導

要
領
も
、
平
成
20
年
に
新
学
習
指
導
要
領
が
告
示
さ
れ
、
平
成
23
年
度
よ
り
完

全
実
施
を
控
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
平
成
23
年
度
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要
領
を
読
み
解

き
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
国
語
科
学
習
指
導
の
在
り
方
の
研
究
を
深
め

て
い
き
た
い
。

具
体
的
に
は
、｢

読
む
こ
と｣

(

文
学
的
文
章
・
説
明
的
文
章)

領
域
を
中
心

に
新
学
習
指
導
要
領
を
紐
解
き
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
の
指
導
方
法
を
提

案
し
た
い
。
な
ぜ
、｢

読
む
こ
と｣

領
域
を
中
心
に
提
案
す
る
の
か
と
い
う
と
、

今
回
の
新
学
習
指
導
要
領
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

(

経
済
協
力
開
発
機
構)

の
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
調
査
等
の
各
種
の
調
査
結
果
の
影
響
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
中
で
も
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
と
し
て
関
わ
り
の
あ
る
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読

解
・
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
・
読
解
プ
ロ
セ
ス
・
批
判
的
な
読
み

(

ク
リ
テ
ィ
カ

ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ)

や
、
言
語
活
動
の
充
実
・

｢

習
得｣

と

｢

活
用｣

な
ど

の
言
葉
が
今
回
の
学
習
指
導
要
領
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
に
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
を
含
有
す
る
指
導
事
項
は

な
か
っ
た
の
か
疑
問
に
思
う
。
ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
や
読
解
プ
ロ
セ
ス
、

批
判
的
な
読
み

(

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ)

の
言
葉
は
、
私
に
と
っ

て
真
新
し
い
言
葉
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
指

導
要
領
を
読
み
、
こ
れ
ら
を
含
有
す
る
指
導
事
項
は
な
か
っ
た
の
か
調
べ
て
い

き
た
い
。
さ
ら
に
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
国
語
科
授
業
の
構
築
の
工

夫
改
善
を
図
る
研
究
を
し
て
い
き
た
い
。
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こ
の
研
究
を
通
し
て
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
国
語
科
教
育

(｢

読
む

こ
と｣

領
域)

に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
授
業
の
展
開
が
言
及
で
き
実
践
で
き

る
教
師
を
目
指
し
、
小
学
校
教
師
と
し
て
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
教
育
に
対
す
る

自
信
へ
と
つ
な
げ
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

今
、
教
育
界
は
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
平
成
20
年
に
新
学
習
指
導

要
領
が
告
示
さ
れ
、
平
成
23
年
度
よ
り
完
全
実
施
と
な
る
。
昭
和
22
年
以
来
、

７
回
目

(

昭
和
26
年
、
33
年
、
43
年
、
52
年
、
平
成
元
年
、
10
年
、
20
年)

の

改
訂
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
児
童
を
取
り
巻
く
社
会
の
様
々
な
変
化
に
対
応

す
べ
く
改
訂
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
変
動
の
著
し

い
社
会
に
生
き
る
児
童
に
今
、
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
須
事
項
が
、
今
回

の
新
学
習
指
導
要
領
の
中
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

今
回
の
改
訂
は
、

①

｢

生
き
る
力｣

を
育
成
す
る
こ
と

②

知
識
・
技
能
の
習
得
と
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
の
バ
ラ

ン
ス
を
重
視
す
る
こ
と

③

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
体
を
育
成
す
る
こ
と

を
基
本
的
な
ね
ら
い
と
し
て
お
こ
な
っ
て
お
り
、
学
習
指
導
要
領
の
改
善
の
基

本
的
な
考
え
方
と
し
て
以
下
の
７
つ
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①

改
正
教
育
基
本
法
を
踏
ま
え
た
学
習
指
導
要
領
改
訂

②

｢

生
き
る
力｣

と
い
う
理
念
の
共
有

③

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得

④

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成

⑤

確
か
な
学
力
を
確
立
す
る
た
め
に
必
要
な
授
業
時
数
の
確
保

⑥

学
習
意
欲
の
向
上
や
学
習
習
慣
の
確
立

⑦

豊
か
な
心
や
健
や
か
な
体
の
育
成
の
た
め
の
指
導
の
充
実

(

総
則
編
Ｐ
１
か
ら
抜
粋)

国
語
科
に
お
い
て
は
、
言
語
の
教
育
と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、
国
語

を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
、
実
生
活
で
生
き
て
は
た
ら
き
、
各
教
科
等
の
学
習

の
基
本
と
も
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
特

に
、｢

言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
し
、
論
理
的
に
思
考
し
表
現
す
る
能
力
、

互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
、

我
が
国
の
言
語
文
化
に
触
れ
て
感
性
や
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と｣

を
重
視
し
て

い
る
。

具
体
的
に
は
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
探
求

す
る
こ
と
の
で
き
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
実

生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

学
習
の
系
統
性
を
重
要
視
し
て
お
り
、
発
達
段
階
ご
と
に
具
体
的
に
身
に
付
け

る
べ
き
能
力
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
言
語
教
育
の
中
核
と
な
る
国
語
科
に
お
い
て
、
児
童
に
日
常

生
活
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
言
語
活
動(

対
話
、
記
録
、
報
告
、
要
約
、
説
明
、

感
想
な
ど)

を
行
う
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
目
指
し
改
訂
が
行
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
国

語
科
に
お
け
る

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導
を
通
し
て
、
基
礎
的
・
基
本
的
な

知
識
・
技
能
を
習
得
し
、
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
、

自
分
の
言
語
活
動
を
実
生
活
や
他
教
科
等
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
児
童
を

育
て
る
た
め
の
国
語
科
学
習
指
導
の
在
り
方
を
究
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
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○

新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
国
語
科
授
業
を

行
う
た
め
に
、
新
学
習
指
導
要
領
を

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
授
業
の
視
点

谷 正勝・菅 邦男���



���

か
ら
詳
解
し
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
国
語
科
に
お
け
る

｢

読
む
こ

と｣

領
域
の
指
導
の
工
夫
改
善
を
究
明
す
る
。

�
�
�
�
�

○

児
童
に

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
力
を
確
実
に
身
に
付
け
る
た
め

の
指
導
方
法
の
改
善
と
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
国
語
科
授
業
の

構
築
を
目
指
す
た
め
に
、
新
学
習
指
導
要
領
を

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
授

業
の
視
点
か
ら
み
つ
め
、
こ
れ
ま
で
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授

業
の
改
善
点
を
探
れ
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
こ
れ
か
ら
の
国

語
科
に
お
け
る

｢
読
む
こ
と｣

領
域
の
授
業
を
工
夫
改
善
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

�
�
�
�
�

１

新
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
教
育
と
は
？

２

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

や

｢

批
判
的
な
読
み｣

は
新
し
い
用
語
か
？

３

新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

の
基
で
、｢
国
語
科｣

の
授
業
は
ど
の

よ
う
に
工
夫
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

４

新
学
習
指
導
要
領

｢

国
語
編｣

の
年
間
授
業
時
数
及
び
領
域
別
の
配
当

時
数
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？

５

新
学
習
指
導
要
領

｢

国
語
編｣

に
お
け
る

｢

読
む
こ
と｣
領
域
の
指
導

は
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
改
善
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
？

６

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

説
明
的
な
文
章
の
解
釈｣

と

｢

文
学
的
な
文

章
の
解
釈｣

の
指
導
事
項
と
は
？

７

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
の
類
型
化
を
図
る

８

教
材
研
究
・
教
材
分
析
に
つ
い
て
考
え
る

９

こ
れ
か
ら
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
モ
デ
ル
を
考
え
る

(

１)

授
業
ま
で
の
流
れ

(

２)

単
元
構
成
の
構
築

(

３)

一
単
位
時
間
の
学
習
指
導
過
程
の
構
築

(

４)
｢

類
型
化｣

に
沿
っ
た
、
単
元
構
成
と
学
習
指
導
過
程
の
モ
デ
ル
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１

新
学
習
指
導
要
領
の
国
語
科
教
育
と
は
？

主
題
設
定
の
理
由
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
に
学
習
指
導
要
領
が
、
７
回
に
わ
た

り
改
訂
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
私
が
、
教
員
に
な
っ
て

か
ら
は
３
回
目
の
改
訂
と
な
る
。
そ
の
度
に
、
現
場
は
そ
の
学
習
指
導
要
領
に

沿
っ
て
、
授
業
の
工
夫
改
善
の
努
力
を
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
私
が
新
規
採
用

と
し
て
教
職
に
就
い
た
平
成
４
年
は
、
平
成
元
年
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要

領
が
完
全
実
施
と
な
っ
た
年
で
あ
る
。
こ
の
時
の
学
習
指
導
要
領
の
目
玉
は
、

第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
の
社
会
及
び
理
科
が
廃
止
さ
れ
、
新
教
科
と
し
て

｢

生
活
科｣

が
新
設
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
現
場
は
、
そ
れ
ま
で
に

｢

生
活
科｣

を
行
う
に
あ
た
っ
て
準
備
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
い
ざ
授
業
を
行
っ
て
い
く

と
様
々
な
問
題
点
や
改
善
点
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
て
全
職
員
で
幾
度
も
練
り
直

し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
次
に
教
職
に
就
い
て
２
回
目
の
改
訂
が
、
平
成

10
年
に
改
訂
さ
れ
平
成
14
年
に
完
全
実
施
と
な
っ
た
学
習
指
導
要
領
で
あ
る
。

こ
の
学
習
指
導
要
領
の
目
玉
は
、｢

ゆ
と
り｣

の
中
で

｢

生
き
る
力｣

を
は
ぐ

く
む
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
完
全
学
校
週
５
日
制
の
実
施
や

｢

総
合
的
な
学
習
の

時
間｣

の
新
設
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
場
で
は
、
完
全
学
校
週
５
日
制
に
よ
り
各

教
科
の
教
育
内
容
を
精
選
し
基
礎
的
・
基
本
的
な
内
容
に
絞
っ
た
授
業
改
善
を

図
っ
た
り
、
教
科
書
の
な
い

｢

総
合
的
な
学
習
の
時
間｣

を
学
校
の
特
色
あ
る

教
育
活
動
に
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
活
動
計
画
を
立
て
て
い
く
べ
き
か
試
行

錯
誤
し
な
が
ら
、
学
校
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
る
度
に
、
現
場
は
学
習
指
導
要
領
の
趣

向
に
基
づ
い
て
ど
う
実
現
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
実
施
検
討
し
て

い
る
状
態
で
あ
る
。

で
は
、
今
回
の
平
成
20
年
に
改
訂
さ
れ
平
成
23
年
度
完
全
実
施
の
新
学
習
指

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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導
要
領
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
回
の
大
き
な
目
玉
と
し
て
、｢

外
国
語
活
動｣

領
域
の
新
設
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

｢

外
国
語
活
動｣

領
域
の
新
設
に
伴
い
、

現
場
の
私
た
ち
が
振
り
回
さ
れ
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
移
行
措
置
の
こ
の

時
期
に
お
い
て
も
、｢

外
国
語
活
動｣

の
年
間
計
画
作
成
や
授
業
構
築
、
教
材
・

教
具
の
作
成
、
英
語
ノ
ー
ト
の
活
用
、
評
価
の
仕
方
な
ど
の
課
題
が
山
積
み
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
主
題
設
定
の
理
由
の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
各
教
科

に
お
い
て
の｢
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得
と
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
の
育
成｣
も
大
き
な
目
玉
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。｢

基
礎
的
・
基

本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得｣

に
つ
い
て
は
各
教
科
の
特
性
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
教
科
で
指
導
の
工
夫
改
善
が
必
要
と
な
る
が
、｢

思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
の
育
成｣

に
お
い
て
は
、
各
教
科
の
言
語
活
動
と
関
連
さ
せ
て
、
児

童
に
能
力
を
付
け
て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小

学
校
学
習
指
導
要
領
解
説｢

総
則
編｣
の
中
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

小
学
校
学
習
指
導
要
領

第
１
章

総
則

第
４

指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

２

以
上
の
ほ
か
、
次
の
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

(

１)

各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
の
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力

等
を
は
ぐ
く
む
観
点
か
ら
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を

図
る
学
習
活
動
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、
言
語
に
対
す
る
関
心
や
理
解
を
深

め
、
言
語
に
関
す
る
能
力
の
育
成
を
図
る
上
で
必
要
な
言
語
環
境
を
整
え
、

児
童
の
言
語
活
動
を
重
視
す
る
こ
と
。

｢

総
則
編
Ｐ
111

か
ら
抜
粋｣

記
載
さ
れ
て
い
る
文
章
か
ら
、｢

児
童
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
を

は
ぐ
く
む｣

た
め
に
、
各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
重
視
す
る
こ
と
を
２
つ

挙
げ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

○
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
活
用
を
図
る
学
習
活
動
の
重
視

○
言
語
環
境
を
整
え
、
児
童
の
言
語
活
動
の
重
視

こ
の
２
点
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
言
語
で
あ
る
。
児
童
は
言
語
を
通
し
て
知

識
・
技
能
を
習
得
・
活
用
し
、
ま
た
そ
の
中
で
、
身
に
付
け
た
力
を
実
生
活
の

中
で
生
か
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
知
識
及
び
技
能
の
活
用
に
お
い
て
も
言
語
活
動
に
お
い
て
も
、

根
本
的
な
能
力
と
し
て
言
語
の
能
力
を
高
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
言
語
の
能
力
を
高
め
る
教
科
の
基
盤
と
な
る
の
が
、
国
語
科
と

い
う
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、｢

総
則｣

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
知
識
・
技
能
を
習
得
す
る
の
も
、
こ
れ
ら
を
活
用
し
課
題
を
解
決
す
る
た

め
に
思
考
し
、
判
断
し
、
表
現
す
る
の
も
す
べ
て
言
語
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
学
習
活
動
の
基
盤
と
な
る
の
は
、
言
語
に
関
す
る
能
力
で
あ
る
。

(

略)

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
改
訂
に
お
い
て
は
、
言
語
に
関
す
る
能
力
の
育
成
を

重
視
し
、
各
教
科
等
に
お
い
て
言
語
活
動
を
重
視
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
言
語
に
関
す
る
能
力
を
育
成
す
る
中
核
的
な
教
科
で
あ
る
国
語
科

に
お
い
て
は
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
の
そ
れ
ぞ
れ
に
記

録
、
要
約
、
説
明
、
論
述
と
い
っ
た
言
語
活
動
を
例
示
し
た
。

｢

総
則
編｣

Ｐ
53
よ
り
抜
粋

こ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
教
科
・
領
域
を
支
え

て
い
る
の
は
、
国
語
科
で
身
に
付
け
る
能
力
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
こ
と

が
分
か
る
。
む
し
ろ
、
国
語
科
で
児
童
に
対
し
て
確
実
に
言
語
の
能
力
を
付
け

さ
せ
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
教
科
・
領
域
に
お
い
て
の
言
語
活
動
の
充
実
が
図

ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
今
回
の
学
習
指
導
要
領
に

お
い
て
、
国
語
科
が
担
っ
て
い
る
責
務
と
い
う
の
は
重
要
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
こ
の
よ
う
に
国
語
の
能
力
の
育
成
を

重
要
視
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た｢

は
じ
め
に｣

谷 正勝・菅 邦男���
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の
中
で
触
れ
た
よ
う
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
等
の
各
種
の
調
査
結
果
が
影
響
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
結
果
か
ら
、｢

読
解
リ
テ
ラ
シ
ー｣

の
低
下
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
新
学
習
指
導
要
領
の
キ
ー
ワ
ー

ド
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力｣

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

こ
の
言
葉
は
、
学
習
指
導
要
領
に
は
直
接
的
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
文

部
科
学
省
よ
り
示
さ
れ
て
い
る

｢

読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム｣

か
ら
読
み
と
っ

て
い
く
。
そ
し
て
、
国
語
科
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
と
の
関
連
に
つ
い
て
私
の

見
解
を
述
べ
る
。

ま
ず
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
つ
い
て
、
新
学
習
指
導
要
領
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

○
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら

(
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣)

【
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

】
の
定
義

自
ら
の
目
標
を
達
成
し
、
自
ら
の
知
識
と
可
能
性
を
発
達
さ
せ
、
効
果
的
に
社
会

に
参
加
す
る
た
め
に
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
す
る
能
力

【
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

の
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
の
３
つ
の
観
点
】

○

｢

情
報
の
取
り
出
し｣

…
テ
キ
ス
ト
の
中
の
事
実
を
切
り
と
り
、
言
語
化
・
図
式

化
す
る

○

｢

テ
キ
ス
ト
の
解
釈｣

…
書
か
れ
た
情
報
か
ら
推
論
・
比
較
し
て
意
味
を
理
解
す

る
○

｢

熟
考
・
評
価｣

…
…
…
書
か
れ
た
情
報
を
自
ら
の
知
識
や
経
験
に
位
置
づ
け
て

理
解
・
評
価(

批
判
・
仮
定)

す
る

【
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

の
特
徴
】

①
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
た

｢

情
報
の
取
り
出
し｣

だ
け
は
な
く
、｢

理
解
・
評
価｣

(

解
釈
・
熟
考)

も
含
ん
で
い
る
こ
と

②
テ
キ
ス
ト
を
単
に

｢

読
む｣

だ
け
で
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
り
、
テ
キ
ス

ト
に
基
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
論
じ
た
り
す
る
な
ど
の

｢

活
用｣

も
含
ん
で
い
る

こ
と

③
テ
キ
ス
ト
の

｢

内
容｣

だ
け
で
は
な
く
、
構
造
・
形
式
や
表
現
法
も
、
評
価
す
べ

き
対
象
と
な
る
こ
と

④
テ
キ
ス
ト
に
は
、
文
学
的
文
章
や
説
明
的
文
章
な
ど
の

｢

連
続
型
テ
キ
ス
ト｣

だ

け
で
な
く
、
図
、
グ
ラ
フ
、
表
な
ど
の

｢

非
連
続
型
テ
キ
ス
ト｣

を
含
ん
で
い
る

こ
と

こ
れ
ら
の
内
容
の
多
く
は
、
新
学
習
指
導
要
領
解
説

｢

国
語
編｣

の
中
に
、

｢

読
む
こ
と｣

領
域
を
中
心
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
、｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
の
記
載
順
を
見
て
み
る
と
、
児
童
の
学

習
過
程
を
見
通
し
て
、｢

音
読｣

→
｢

解
釈

(

理
解)｣

→
｢

自
分
の
考
え
の
形

成
及
び
交
流｣

→
｢

目
的
に
応
じ
た
読
書｣

と
い
う
流
れ
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
流
れ
と
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

の
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
左
図
の
よ
う
に
考

え
る
と
、
ま
さ
に
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

の

｢

読
解
の
プ
ロ
セ
ス｣

と
同
期

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

���

《
指
導
事
項
》

《
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
》

読
書

自
分
の
考
え
の
形
成
及
び
交
流

解
釈

音
読

熟
考
・
評
価

テ
キ
ス
ト
の
解
釈

情
報
の
取
り
出
し

新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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ま
た
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
結
果
か
ら
、｢

読
解
の
プ
ロ
セ
ス｣

に
お
い
て
、｢

テ

キ
ス
ト
の
解
釈｣

｢

熟
考
・
評
価｣

に
課
題
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
い
る
。
児
童
の
思
考
過
程
を
前
提
に
し
て
考
え
る
と
、
教
材
文
か
ら

｢

情
報

の
取
り
出
し｣

は
で
き
る
も
の
の
、
解
釈
や
熟
考
・
評
価
は
苦
手
意
識
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
文
章
は
読
め
る
が
正
確
な
読
み
取
り
が
で
き
な
い

た
め
に
文
章
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
章
の
解
釈
を
確
実
に
す
る
こ
と
で
、
熟

考
・
評
価
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る
。
教
師
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
教
師
が
児

童
に

｢

文
章
の
解
釈｣
を
確
実
に
さ
せ
る
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を

身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
児
童
は

｢

熟
考
・
評
価｣

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、｢

テ
キ
ス
ト
の
解
釈｣

｢

熟
考
・
評
価｣

に
課
題
が
あ
る
こ
と
や
、｢

自
由
記
述

(

論
述)｣

に
課
題
が

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、｢

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
習
得｣

｢

知
識
・

技
能
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
等
の
育
成｣

｢

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
の
育
成
や
学
習
習
慣
の
確

立｣

等
が
改
訂
の
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
と
考
え
る
。

次
に
、｢

読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム｣

に
は
、
改
善
の
具
体
的
な
方
向
と
し

て
、
３
つ
の
重
点
目
標
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
、
国
語
科
の
視

点
で
読
み
、
こ
れ
ま
で
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
の
改
善
事
項
を

挙
げ
て
い
く
。

【
各
学
校
で
求
め
ら
れ
る
改
善
の
具
体
的
な
方
向
│
３
つ
の
重
点
目
標
│
】

目
標
①
テ
キ
ス
ト
を
理
解
・
評
価
し
な
が
ら
読
む
力
を
高
め
る
取
組
の
充
実

・

｢

情
報
の
取
り
出
し｣

…
テ
キ
ス
ト
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
理
解
す
る

・

｢

解
釈｣

…
テ
キ
ス
ト
の
内
容
や
意
図
な
ど
を
解
釈
す
る

・

｢

理
解
・
評
価｣

…
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
内
容
、
形
式
や
表
現
、
信
頼
性
や

客
観
性
、
引
用
や
数
値
の
正
確
性
、
論
理
的
な
思
考
の
確
か
さ
な
ど
を
理
解
・

評
価
す
る

・

｢

批
判
的
な
読
み

(

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ)｣

…
自
分
の
知
識
や
経

験
と
関
連
づ
け
て
建
設
的
に
批
判
し
た
り
す
る
よ
う
な
読
み

・

｢

目
的
を
明
確
に
し
た
指
導｣

…
な
ん
の
た
め
に
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
読
む
の
か
、

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
を
目
指
す
の
か

目
標
②
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
力
を
高
め
る
取
組
の
充
実

《
機
会
の
設
定
》

・
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
要
約
・
紹
介
す
る

・
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
再
構
成
す
る

・
自
分
の
知
識
や
経
験
と
関
連
づ
け
意
味
づ
け
る

・
自
分
の
意
見
を
書
い
た
り
、
論
じ
た
り
す
る

《
日
常
化
》

・
授
業
の
ま
と
め
の
と
き
に
、
自
分
の
考
え
を
簡
潔
に
書
か
せ
る
な
ど

目
標
③
様
々
な
文
章
や
資
料
を
読
む
機
会
や
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
書
い
た
り

す
る
機
会
の
充
実

・
読
書
活
動
を
推
進
…
文
学
的
文
章
だ
け
で
な
く
、
新
聞
や
科
学
雑
誌
な
ど
を
含

め
、
幅
広
い
範
疇
の
読
み
物
に
親
し
め
る
よ
う
、
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
充
実
す
る
こ

と
・
授
業
の
中
で
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
た
り
、
書
い
た
り
す
る
機
会
を
充
実
す
る

こ
と
…
目
的
や
条
件
を
明
確
に
し
て
自
分
な
り
の
考
え
を
述
べ
る
。
論
理
的
・

説
明
的
な
文
章
に
対
す
る
自
分
な
り
の
意
見
を
書
い
た
り
す
る
な
ど

こ
れ
ら
の
目
標
を
読
む
と
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
授
業
が
教
科
書
教
材
だ
け
を

読
み
取
ら
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
主
題
や
主
旨
を
と
ら
え
さ
せ
る
と
い
う
授
業
展

開
し
か
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
目

標
を
指
針
と
し
て
私
の
授
業
の
改
善
事
項
を
考
え
る
。
考
え
た
事
項
は
次
の
通

り
で
あ
る
。

・
文
章
の
内
容
、
形
式
や
表
現
、
意
図
な
ど
を
理
解
・
解
釈
さ
せ
る
た
め
の

谷 正勝・菅 邦男���
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手
立
て
を
行
う
。

・
文
章
の
信
頼
性
や
客
観
性
な
ど
に
目
を
向
け
さ
せ
る
発
問
を
す
る
。

・
文
章
を
自
分
の
知
識
や
経
験
と
関
連
付
け
て
、
建
設
的
に
批
判
す
る
と
い

う
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
位
置
付
け
る
。

・
何
の
た
め
に
、
こ
の
文
章
を
使
っ
て
学
習
を
す
る
の
か
、
こ
の
学
習
で
ど

ん
な
力
を
身
に
付
け
る
の
か
と
い
う
目
的
意
識
を
持
た
せ
る
工
夫
を
す
る
。

・
文
章
の
内
容
を
再
構
成
さ
せ
る
学
習
を
計
画
す
る
。

・
単
元
の
終
わ
り
や
一
単
位
時
間
の
終
末
に
お
い
て
、
学
習
に
対
し
て
身
に

付
け
た
知
識
・
技
能
を
文
章
化
さ
せ
た
り
、
学
習
に
対
す
る
自
分
の
考
え

を
書
か
せ
た
り
す
る
。

・
様
々
な
文
章
な
ど
に
興
味
関
心
を
持
た
せ
る
た
め
に
、
ま
ず
は
教
科
書
教

材
に
関
連
の
あ
る
書
物
を
紹
介
し
た
り
、
他
教
科
に
関
連
の
あ
る
書
物
を

紹
介
し
た
り
工
夫
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
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Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、｢

情
報
の
取

り
出
し－

解
釈－

熟
考
・
評
価｣

と
い
う
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。
な
ぜ
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

｢

読
解
力｣

と
い
う
こ
と
ば
が
こ
れ
だ
け
教
育
界
を

賑
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
に
は

｢

情

報
の
取
り
出
し｣

｢

解
釈｣

｢

熟
考
・
評
価｣

の
観
点
に
関
わ
る
指
導
事
項
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
行
の
学
習
指
導
要
領
と
見
比
べ
て
、
私
の
見
解
を
述

べ
た
い
と
思
う
。

○

｢

情
報
の
取
り
出
し｣

…

現
行
学
習
指
導
要
領

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

叙
述
内
容
に
即
し
た
読
む
こ
と
に
関
す
る
指
導
事
項｣

と
関
わ
っ
て
い

る
。

○

｢

解
釈｣

…
…
…
…
…
…

現
行
学
習
指
導
要
領

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

想
像
的
な
読
む
こ
と
に
関
す
る
指
導
事
項｣

｢

事
象
と
感
想
、
意
見
に
か

か
わ
る
読
む
こ
と
に
関
す
る
指
導
事
項｣

と
関
わ
っ
て
い
る
。

○

｢

熟
考
・
評
価｣

…
…
…

現
行
学
習
指
導
要
領

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

事
象
と
感
想
、
意
見
に
か
か
わ
る
読
む
こ
と
に
関
す
る
指
導
事
項｣

と

関
わ
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
各
学
年
ご
と
に
詳
し
く
み
る
と
、
中
学
年

｢

読

み
取
っ
た
内
容
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
一
人
一
人
の
感
じ
方

に
つ
い
て
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と｣

、
高
学
年

｢

書
か
れ
て
い

る
内
容
に
つ
い
て
事
象
と
感
想
、
意
見
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え

を
明
確
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と｣

と
間
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
現
行
学
習
指
導
要
領
に
も
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
要
素

が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、｢

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
た
か
ら｣

｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ

型
読
解
だ
か
ら｣

と
言
っ
て
、
全
く
新
し
い
取
組
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
繋

が
ら
な
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
前
述
し
た

｢

各
学
校
で
求
め
ら
れ
る
改
善
の
具

体
的
な
方
向｣

の
中
で
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
の

国
語
科
の
学
習
指
導
要
領
の
目
標
を
よ
り
具
体
的
に
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、｢

熟
考
・
評
価｣

に
関
し
て
言
え
ば
、

現
行
学
習
指
導
要
領
で
は
、
高
学
年

｢

書
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
事
象
と

感
想
、
意
見
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
な
が
ら
読
む
こ
と｣

と
い
う
よ
う
に
抽
象
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を｢

改
善
の
具
体
的
な
方
向｣

と
関
連
付
け
る
と
、｢

文
章
に
つ
い
て
、
内
容
、
形
式
や
表
現
、
信
頼
性
や
客

観
性
、
引
用
や
数
値
の
正
確
性
、
論
理
的
な
思
考
の
確
か
さ
な
ど
を
理
解
・
評

価
す
る｣

｢

自
分
の
知
識
や
経
験
と
関
連
付
け
て
、
建
設
的
に
批
判
し
た
り
す

る
と
い
う
よ
う
な
読
み｣

と
い
う
よ
う
に
具
体
的
に
指
導
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
現
行
よ
り
も

指
導
内
容
が
具
体
的
に
な
り
、
か
つ

｢

解
釈｣

｢

熟
考
・
評
価｣

の
指
導
に
重

点
が
置
か
れ
た
と
い
う
よ
う
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
こ
れ

か
ら
の
授
業
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

次
に
、
批
判
的
な
読
み

(

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ)

に
つ
い
て
述

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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べ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
に
と
っ
て
今
回
初
め
て
耳
に
し
た

言
葉
で
あ
る
。
私
が
教
職
に
就
い
て
平
成
元
年
と
平
成
10
年
の
指
導
要
領
を
基

に
授
業
を
行
っ
て
き
た
が
、
こ
の
２
冊
の
指
導
要
領
の
中
に
は
、｢

批
判
的
な

読
み

(

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ)｣

と
い
う
直
接
的
な
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
先
代
の
学
習
指
導
要
領
を
振
り
返
り
、｢

批
判

的
な
読
み｣
と
い
う
こ
と
ば
が
な
か
っ
た
の
か
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
す
る
と
、

以
下
に
示
す
と
こ
ろ
に
、
直
接
的
に

｢

批
判｣

や

｢

批
評｣

と
い
う
こ
と
ば
が

使
わ
れ
て
い
た
り
、｢

批
判
的
な
読
み｣

に
関
わ
る
読
み
方
の
指
導
に
つ
い
て

の
文
章
が
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。(

傍
線
は
、
私
自
身
が

つ
け
た
も
の
で
あ
る)

【｢

昭
和
22
年

学
習
指
導
要
領
・
国
語
科
編

(

試
案)

よ
り
抜
粋｣

】

第
２
節

作
文

２
年
中
期
ま
で
の
学
習
指
導

６

す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
読
み
あ
い
、
話
し
あ
っ
て
、
批
判
的
な
態
度
を
や
し
な
っ

て
い
く
。

第
３
章

小
学
校
四
・
五
・
六
学
年
の
国
語
科
学
習
指
導

第
三
節

読
み
か
た

一

読
み
か
た
学
習
指
導
の
目
標

(

八)

文
章
の
表
現
お
よ
び
内
容
を
正
し
く
理
解
し
、
思
考
し
、
判
断
す
る
力

を
つ
け
る
。

四

読
み
か
た
の
学
習
指
導

(

二)

第
四
・
五
・
六
年
後
期
の
学
習
指
導

４

文
の
内
容
に
つ
い
て
思
考
し
、
判
断
す
る
。

(

１)

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
。

(

２)

文
の
中
に
で
て
く
る
人
物
の
考
え
や
、
行
い
が
、
正
し
い
か
ど

う
か
を
考
え
て
み
る
。

(

３)

こ
の
文
が
、
自
分
に
と
っ
て
役
立
つ
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
。

５

文
の
表
現
に
つ
い
て
具
体
的
に
し
ら
べ
て
い
く
。

(

１)

文
の
組
み
た
て
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
見
る
。

(

２)

書
き
表
し
か
た
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
見
る
。

(

３)

文
意
が
う
ま
く
表
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
を
見
る
。

【｢

昭
和
26
年
改
訂
版

小
学
校
学
習
指
導
要
領

国
語
科
編｣

よ
り
抜
粋
】

第
２
学
年

｢

聞
く
こ
と｣

○
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
、
ど
こ
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
か
、
な
ど
の
話
合
い
か
ら
、

そ
の
よ
し
あ
し
を
批
判
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
。(｢

誕
生
会
や
学
芸
会

を
さ
せ
る｣

中
で)

第
５
学
年

｢

読
む
こ
と｣

○
文
意
を
読
み
取
り
、
文
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
、
児
童
ら
し
い
批
評
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

○
文
の
内
容
に
つ
い
て
思
考
し
、
判
断
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。

(

１)

書
か
れ
て
あ
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
考
え
さ
せ
て
み
る
。

(

２)

文
の
中
に
出
て
く
る
人
物
の
考
え
や
、
行
い
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
考
え

さ
せ
て
み
る
。

(

３)

こ
の
文
が
自
分
に
と
っ
て
役
に
た
つ
か
ど
う
か
を
考
え
さ
せ
て
み
る
。

第
６
学
年

｢

聞
く
こ
と｣

○
い
ろ
い
ろ
な
集
会
を
利
用
し
、
そ
の
と
き
に
話
さ
れ
た
話
を
静
か
に
注
意
し
聞

き
、
要
点
を
ま
と
め
る
。
そ
の
話
に
つ
い
て
批
判
し
合
っ
た
り
、
感
想
を
述
べ

合
っ
た
り
し
て
、
聞
き
取
り
方
を
反
省
し
た
り
、
批
判
的
に
聞
い
た
り
す
る
能

力
や
態
度
を
伸
ば
す
。

○
劇
の
よ
う
な
表
現
活
動
を
見
る
と
き
な
ど
、
外
面
的
興
味
的
に
見
る
だ
け
で
な

く
、
登
場
人
物
の
こ
と
ば
を
動
作
に
関
連
づ
け
、
こ
と
ば
を
味
わ
い
つ
つ
、
こ

と
ば
の
表
現
の
演
出
的
効
果
を
批
判
的
に
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
す
る
。

第
６
学
年

｢

読
む
こ
と｣

○
案
内
や
注
意
書
き
に
よ
っ
て
読
み
、
ま
た
、
感
想
や
批
評
を
頭
の
中
で
ま
と
め

谷 正勝・菅 邦男���
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な
が
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

○
読
み
の
発
表
と
し
て
の
朗
読
を
い
つ
も
常
時
個
別
的
に
観
察
記
録
し
、
指
導
の

参
考
と
す
る
と
と
も
に
、
児
童
自
身
に
も
反
省
さ
せ
た
り
、
批
判
さ
せ
た
り
し

て
、
読
み
の
技
術
を
高
め
て
い
く
。(

〜
略
〜)

、
相
互
に
読
み
ぶ
り
を
批
評
し

合
っ
た
り
、
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
の
朗
読
放
送
を
聞
い
て
読
み
方
の
参
考
と
す

る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
今
か
ら
60
年
以
上
も
前
か
ら

｢

批
判｣

と
い
う
言
葉

が
国
語
科
で
使
わ
れ
、
そ
の
言
葉
と
同
様
に

｢

批
評｣

と
い
う
こ
と
ば
も
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ま
た
、
細
か
く
読
ん
で
い
く
と
、
批
判
的
な
読

み
を
目
的
と
し
た
指
導
内
容
も
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、

昭
和
33
年
に
告
示
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
以
降
、
現
行
学
習
指
導
要
領
に
お
い

て
は
、｢

批
判｣

｢

批
評｣

と
い
う
直
接
的
な
文
言
の
使
わ
れ
方
は
さ
れ
て
は
い

な
い
も
の
の
、｢

読
み
取
っ
た
内
容
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
一
人

一
人
の
感
じ
方
に
つ
い
て
違
い
の
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と

(

第
３
学
年
及
び

第
４
学
年)｣

｢

そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
の
も
つ
表
現
や
文
体
に
表
れ
た
意
図
や
工
夫
、

論
理
な
ど
を
押
さ
え
な
が
ら
自
分
の
読
み
取
り
方
が
で
き
意
見
を
も
て
る
よ
う

に
留
意
す
る

(

第
５
学
年
及
び
第
６
学
年)｣

な
ど
の
内
容
か
ら
、
批
判
的
な

読
み
の
能
力
の
指
導
事
項
が
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
調
べ
て
い
く
と｢

批
判
的
な
読
み｣

と
い
う
言
葉
は
、
以
前
の

学
習
指
導
要
領
で
は
直
接
的
に
使
わ
れ
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
、
そ
の

要
素
を
含
ん
だ
指
導
事
項
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

で
は
、
な
ぜ
今
回
の
学
習
指
導
要
領
や
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、

｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力｣

や

｢

批
判
的
な
読
み｣

と
い
う
こ
と
ば
が
重
要
視
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
前
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査

等
の
結
果
を
重
要
視
し
、
読
解
の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
連
の
あ
る
指
導
事
項
を
重

点
化
す
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
国
語

科
授
業
の
工
夫
改
善
の
一
つ
と
し
て
、
重
点
に
お
く
指
導
事
項
に
位
置
付
け
、

教
師
側
は
力
を
入
れ
て
指
導
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
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こ
こ
で
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る

｢

国
語
科｣

の
授
業
は
、
ど
の
よ
う

に
工
夫
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。｢

国
語
科｣

の
視

点
で
、
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

を
詳
解
し
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
授
業

の
改
善
点
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

以
下
に
、｢

新
学
習
指
導
要
領
の
小
学
校
学
習
指
導
要
領

総
則
編｣

に
沿
っ

て
述
べ
て
い
く
。

ま
ず
、
教
育
課
程
編
成
の
一
般
方
針
を

｢

国
語
科｣

の
視
点
で
み
る
と
、
次

の
一
般
方
針
の
文
章
が
工
夫
改
善
の
要
素
に
な
る
と
考
え
る
。

○
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
確
実
に
習
得
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
活

用
し
て
課
題
を
解
決
す
る

○
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
む

○
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う

○
言
語
活
動
を
充
実

こ
れ
ま
で
の
授
業
で
は
、
指
導
目
標
が
漠
然
と
し
て
い
る
だ
け
で
、
こ
の
時

間
で
何
を
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
、
こ
の
活
動
で
ど
ん
な
力
を
付
け
る
の
か
な

ど
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
の

｢

国
語
科｣

授
業
に
お
い
て
は
、
一
単
元
や
一
単
位
時
間
の
中
で
、
児
童
に
ど
の
よ
う
な
力

を
身
に
付
け
さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
、
身
に
付
け
さ
せ
た
い
知
識
や
技
能
を

明
確
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
指
導
案

の
中
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
や
知
識
・
技
能
を
明
記
す
る
こ
と
で
、
指
導
す

る
教
師
に
と
っ
て
、
授
業
の
中
で
確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
た
い
事
項
が
明
ら
か

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
授
業
を
構
築
す
る
際
に
は
、
基
礎
的
・
基

本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
さ
せ
る
言
語
活
動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
知
識
・

���
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技
能
の
習
得
を
着
実
に
さ
せ
た
り
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
能
力
を

育
成
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
主
体
的
に
学
習
に

取
り
組
む
態
度
を
養
う
た
め
に
は
、
ま
ず
は
児
童
に
、
ど
う
し
て
こ
の
単
元
を

学
習
す
る
の
か
、
こ
の
教
材
文
で
何
を
身
に
付
け
る
の
か
と
い
う
必
要
感
を
抱

か
せ
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
の
必
要
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
で
、

学
ぶ
意
欲
が
喚
起
し
た
り
、
学
習
を
終
え
た
後
に
充
実
感
や
成
就
感
が
わ
い
て

き
た
り
と
実
感
を
伴
っ
た
学
習
が
展
開
で
き
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
の
４
つ
の
文
章
か
ら
次
の
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の

｢

国
語
科｣

授
業

の
改
善
点
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

《
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く

｢
国
語
科
授
業
の
改
善
点｣

》

○
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
活
用
し
た
指
導
過

程
の
工
夫

○
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
を
図
っ
た
指
導
過
程
の
工
夫

○
主
体
的
に
取
り
組
む
態
度
を
養
う
た
め
の
手
立
て
の
工
夫

○
知
識
・
技
能
の
習
得
・
活
用
や
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
能
力
を

育
む
た
め
の
言
語
活
動
の
位
置
付
け

次
に
、｢

総
則
編｣

の
中
に
は
、｢

指
導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す

べ
き
事
項｣

が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
事
項
を

｢

国
語
科｣

授
業
の
視

点
で
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
工
夫
改
善
の
要
素
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

前
述
し
た

｢

一
般
方
針｣

に
つ
い
て
の
改
善
点
と
重
複
す
る
事
項
に
つ
い
て
は

省
略
す
る
。

①
系
統
的
、
発
展
的
な
指
導

②
ま
と
め
方
や
重
点
の
置
き
方

③
発
展
的
な
学
習

④
言
語
環
境
の
整
備

⑤
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動

⑥
自
ら
の
将
来
に
つ
い
て
関
連
付
け
て
考
え
る

⑦
個
別
指
導
や
グ
ル
ー
プ
別
指
導
、
繰
り
返
し
指
導
、
学
習
内
容
の
習
熟
の

程
度
に
応
じ
た
指
導
、
児
童
の
興
味
・
関
心
等
に
応
じ
た
課
題
学
習
、
補

充
的
な
学
習
や
発
展
的
な
学
習
な
ど
の
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
た
指
導

⑧
読
書
活
動
の
充
実

⑨
児
童
の
よ
い
点
や
進
歩
の
状
況
な
ど
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、

指
導
の
過
程
や
成
果
を
評
価

こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
の

｢

国
語
科｣

授
業

の
改
善
点
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

①
か
ら

○
児
童
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
、
既
習
内
容
を
生
か
し
た
指
導
過
程
の
工

夫
や
次
単
元
で
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
指
導
過
程
の
工
夫

○
他
教
科
と
の
関
連
を
図
り
、
国
語
科
で
身
に
付
け
た
能
力
が
ど
の
よ
う
な

場
面
で
生
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
知
ら
せ
る
手
立
て

②
か
ら

○
単
元
の
目
標
と
指
導
事
項
の
関
連
を
十
分
図
り
な
が
ら
、
ま
と
め
方
を
工

夫
し
た
り
、
内
容
の
軽
重
を
加
え
た
り
と
効
果
的
な
指
導
を
行
う
。

○

｢

教
え
る
こ
と｣

と

｢

考
え
さ
せ
る
こ
と｣

の
関
連
を
図
る
。

○
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の
確
実
な
習
得
を
図
る
た
め
の
学
習
活

動
を
取
り
入
れ
る
工
夫

○
知
識
・
技
能
の
活
用
を
図
る
た
め
の
学
習
活
動
を
取
り
入
れ
る
工
夫

谷 正勝・菅 邦男���
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③
か
ら

○
単
元
教
材
に
関
わ
る
複
数
の
教
材
や
図
書
室
の
本
な
ど
の
活
用
を
図
り
、

質
・
量
両
面
で
の
充
実
を
図
る
工
夫

④
か
ら

○
各
教
科
等
に
お
け
る
言
語
活
動
を
充
実
さ
せ
る
中
核
的
な
教
科
と
し
て
、

国
語
科
の
授
業
の
中
で
の
他
教
科
と
の
関
連
付
け
た
言
語
活
動
の
充
実
を

図
る
。

○
言
語
環
境
の
整
備
に
心
が
け
な
が
ら
、
板
書
・
発
問
の
計
画
を
立
て
る
。

⑤
か
ら

○
児
童
に
学
習
の
目
的
を
自
覚
さ
せ
、
学
習
に
お
け
る
見
通
し
を
も
ち
な
が

ら
進
ん
で
学
習
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
維
持
継
続
で
き
る
指
導
・
助
言
の

工
夫

○
単
元
の
導
入
で
、
教
材
や
学
習
活
動
に
知
的
好
奇
心
や
探
求
心
を
抱
か
せ

る
工
夫

○
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
や
成
就
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
単
元
構
成

の
工
夫

○
単
元
の
導
入
や
一
単
位
時
間
の
導
入
の
際
に

｢

見
通
し｣

を
も
た
せ
る
工

夫
○
単
元
末
や
一
単
位
時
間
の
終
末
に
、｢

学
習
を
振
り
返
る｣

時
間
を
設
定

し
、
学
習
内
容
に
関
わ
る
自
分
の
考
え
や
思
い
を
こ
と
ば
に
ま
と
め
て
お

く
。

⑥
か
ら

○
本
単
元
に
お
い
て
、
児
童
自
ら
が
成
長
を
実
感
で
き
る
単
元
構
成
の
工
夫

○
本
単
元
学
習
に
お
い
て
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
・
生
き
方
に
つ

い
て
考
え
る
場
の
設
定

⑦
か
ら

○
効
果
的
な
学
習
形
態
の
工
夫(

個
別
学
習
・
ペ
ア
学
習
・
グ
ル
ー
プ
学
習
・

一
斉
指
導)

○
補
充
的
な
学
習
や
発
展
学
習
な
ど
の
学
習
活
動
の
工
夫

⑧
か
ら

○
読
書
に
つ
な
げ
る
単
元
構
成
の
工
夫

○
図
書
室
の
利
用
を
促
す
授
業
展
開
の
工
夫

⑨
か
ら

○
指
導
と
評
価
の
一
体
化
を
図
る
。(

児
童
一
人
一
人
に
何
を
身
に
付
け
さ

せ
る
の
か
目
的
を
も
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
指
導
や
手
立
て
、
そ
し
て
児

童
の
習
熟
の
様
子
と
い
う
一
連
し
た
流
れ
に
沿
っ
た
評
価
を
計
画
す
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
新
学
習
指
導
要
領｢

総
則｣

を
国
語
科
の
視
点
で
み
る
と
、

こ
れ
ま
で
の
指
導
方
法
を
、
よ
り
一
層
工
夫
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
今
回
の
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、｢

言
語
活
動
の

充
実｣

を
重
要
課
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
核
と
な
る
教
科
が

｢

国

語
科｣
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め

｢

国
語
科｣

の
責
務
は
重
要
で
あ

る
。

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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で
は
、
こ
れ
だ
け
中
核
的
な
教
科
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
授
業

時
数
の
面
で
は
ど
の
よ
う
な
変
更
が
あ
る
の
か
次
に
見
て
み
る
。
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【
年
間
授
業
時
数
の
増
減
】

第
１
学
年
…
現
行
比
＋
34
時
間

(

計
306
時
間)

→

週
あ
た
り
約
8�7
時
間

第
２
学
年
…

＋
35
時
間

(

計
315
時
間)

→

週
あ
た
り
９
時
間

第
３
学
年
…

＋
10
時
間

(

計
245
時
間)

→

週
あ
た
り
７
時
間

第
４
学
年
…

＋
10
時
間

(

計
245
時
間)

→

週
あ
た
り
７
時
間

第
５
学
年
…

－
５
時
間

(

計
175
時
間)

→

週
あ
た
り
５
時
間

第
６
学
年
…

±
０
時
間

(

計
175
時
間)
→

週
あ
た
り
５
時
間

【
領
域
別
の
配
当
時
数
】

年
間
授
業
時
数
の
増
減
か
ら
、
年
間
総
時
数
を
35
の
倍
数
に
近
づ
け
て
い
る

こ
と
と
、
低
学
年
に
お
い
て
特
に
時
数
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
増
加

に
よ
る
新
し
い
学
習
内
容
の
増
加
は
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
、
学
力
の
基
礎
を
培
う
た
め
や
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
の

確
実
な
習
得
と
そ
れ
ら
を
活
用
す
る
学
習
活
動
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
時
数
が

増
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
高
学
年
に
お
い
て
は
増
減
が
著
し
く
な
い
が
、

理
由
と
し
て
２
つ
考
え
る
。
一
つ
は
、
学
力
調
査
等
の
結
果
か
ら
算
数
・
理
科

に
時
数
増
加
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
も
う
一
つ
は
、
国
語
科
の
特
性
に
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
低
学
年
の
時
期
に
文
字
に
親
し
み
・
文
章
に
親
し
み
・
読

書
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
で
、
国
語
に
対
す
る
基
盤
、
あ
る
い
は
も
っ
と
広
義
に

と
ら
え
て
、
人
間
と
し
て
文
章
を
読
む
と
い
う
姿
勢
を
低
学
年
の
う
ち
に
体
得

さ
せ
て
お
く
こ
と
で
、
年
齢
が
上
が
っ
て
も
文
字
・
文
章
に
対
す
る
興
味
・
関

心
が
あ
る
と
い
う
前
提
の
基
に
、
高
学
年
の
時
数
は
新
し
い
知
識
・
技
能
を
身

に
付
け
さ
せ
る
最
低
基
準
の
時
間
設
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
低
学

年
の
う
ち
に
国
語
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
育
て
る
工
夫
が
、
よ
り
一
層
必
要

だ
と
考
え
る
。

領
域
別
の
配
当
時
数
を
見
る
と
、
ど
の
学
年
に
お
い
て
も

｢

読
む
こ
と｣

領

域
の
時
数
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
指
導
の
留
意
点
と
し
て
は
、
領
域
の
枠
を

超
え
て
関
連
的
に
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
配
当
時
数
か
ら

｢

読
む

こ
と｣

領
域
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
３
領
域
の
中
で
最
も
時
間
配
当
の
多
い

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導
が
、
新
学
習
指
導
要
領
の

｢

国
語
編｣

の
基
で
、
ど
の
よ
う
に
工

夫
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
私
の
見
解
を
次
に
述
べ

る
。
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こ
こ
で
は
、
新
学
習
指
導
要
領

｢

国
語
編｣

の
項
目
に
沿
っ
て
詳
解
し
、
こ

谷 正勝・菅 邦男���

第
６
学
年

第
５
学
年

第
４
学
年

第
３
学
年

第
２
学
年

第
１
学
年

学
年

175 175 245 245 315 306
授
業
時
数

25
時
間
程
度

25
時
間
程
度

30
時
間
程
度

30
時
間
程
度

35
時
間
程
度

35
時
間
程
度

話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と

(

明
記)

55
時
間
程
度

55
時
間
程
度

85
時
間
程
度

85
時
間
程
度

100
時
間
程
度

100
時
間
程
度

書
く
こ
と

(

明
記)

95
時
間
程
度

95
時
間
程
度

130
時
間
程
度

130
時
間
程
度

180
時
間
程
度

171
時
間
程
度

読
む
こ
と

(

計
算
上)
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れ
か
ら
の｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
国
語
科
授
業
の
改
善
点
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

《
改
訂
の
経
緯
》

※
《
改
訂
の
経
緯
》
に
お
け
る

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
授
業
の
改
善
点
に

つ
い
て
は
、｢

３

｢

国
語
科｣

は
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

の

中
で
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？｣

の
中
で
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

《
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
》

国
語
科
改
訂
の
趣
旨
の
記
載
文
章
か
ら
、
次
の
４
つ
の
項
目
が｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改
善
点｣

と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

○

｢

言
語
の
教
育｣

と
し
て
の
立
場
を
一
層
重
視
し
、
国
語
に
対
す
る
関
心

を
高
め
、
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
よ
う
に
指
導
過
程
の
工
夫

○
各
教
科
等
の
学
習
の
基
本
と
な
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
る
た
め
の
指

導
過
程
の
工
夫

○
実
生
活
の
様
々
な
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
を
単
元
構
成
の
中
に
位
置
付

け
る

○
学
習
の
系
統
性
を
意
識
し
、
身
に
付
け
る
べ
き
能
力
を
定
着
さ
せ
る
工
夫

ま
た
、
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
の
中
に
は
、｢

改
善
の
具
体
的
な
事
項｣

と
し

て
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
別
に
改
善
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
特

に
、
小
学
校
で
は
、｢

日
常
生
活
に
必
要
な
基
礎
的
な
国
語
の
能
力
を
身
に
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
改
善
を
図
る
。｣

と
し
て
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
事
項
か
ら
、
こ
れ
か
ら
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
の
改
善
点
を
考
え
た
い
と
思
う
。

《
国
語
に
関
す
る

｢

改
善
の
具
体
的
事
項｣

》

(

ア)
｢

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

、｢

書
く
こ
と｣

及
び

｢

読
む
こ
と｣

の
各
領
域
で

は
、
日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
対
話
、
記
録
、
報
告
、
要
約
、
説
明
、
感
想
な

ど
の
言
語
活
動
を
行
う
能
力
を
確
実
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
継
続

的
に
指
導
す
る
こ
と
と
し
、
課
題
に
応
じ
て
必
要
な
文
章
や
資
料
等
を
取
り
上
げ
、

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
、
相
互
に
思
考
を
深
め
た
り
ま
と
め

た
り
し
な
が
ら
解
決
し
て
い
く
能
力
の
育
成
を
重
視
す
る
。
〜

(

略)

〜

[

言
語

文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項]

で
は
、
〜

(

略)

〜
、
言
語
文
化
に
親
し

む
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
ま
た
、
〜(

略)

〜
言
語
の
役
割
や
、
〜

(

略)

〜
、
言
語
の
多
様
な
働
き
に
つ
い
て
理
解
を
重
視
す
る
。
な
お
、
発
音
・
発

声
、
文
字
、
表
記
、
語
彙
、
文
及
び
文
章
の
構
成
、
言
葉
遣
い
、
書
写
な
ど
に
つ

い
て
は
、
実
際
の
言
語
活
動
に
お
い
て
有
機
的
に
は
た
ら
く
よ
う
、
関
連
す
る
領

域
の
内
容
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
ま
と
め
て
取
り
上
げ
る
よ

う
に
す
る
。

(

国
語
編
Ｐ
４
〜
５
よ
り
抜
粋)

《
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○
日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
対
話
、
記
録
、
報
告
、
要
約
、
説
明
、
感
想

な
ど
の
言
語
活
動
を
行
う
能
力
を
確
実
に
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
単
元
構
成
や
指
導
過
程
を
工
夫

○
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
習
得
・
活
用
し
、
相
互
に
思
考
を
深

め
た
り
ま
と
め
た
り
し
な
が
ら
解
決
し
て
い
く
能
力
を
育
成
で
き
る
指
導

過
程
の
工
夫

○｢

読
む
こ
と｣

領
域
を
中
心
に
し
た
指
導
を
行
い
な
が
ら
、｢

話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と｣

｢

書
く
こ
と｣

領
域
に
つ
い
て
の
指
導
事
項
に
も
関
連
を
図

る
。

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して



����

《
国
語
科
改
訂
の
要
点
》

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
国
語
科
改
訂
の
要
点
と
し
て
、
７
つ
の
大
き
な
柱

を
立
て
て
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る

指
導
と
関
わ
り
の
深
い
事
項
を
取
り
上
げ
て
改
善
点
を
考
え
た
い
と
思
う
。
な

お
、
小
見
出
し
の
番
号
は
指
導
要
領
の
番
号
に
合
わ
せ
て
い
る
。

(

１)

目
標
及
び
内
容
の
構
成

①

目
標

国
語
を
適
切
に
表
現
し
正
確
に
理
解
す
る
能
力
を
育
成
し
、
伝
え
合
う
力
を
高

め
る
と
と
も
に
、
思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
い
、
国
語
に
対
す
る

関
心
を
深
め
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
育
て
る
。

【
現
行
と
同
じ
】

※

国
語
科
の
最
も
基
本
的
な
目
標
で
あ
る
国
語
に
よ
る
表
現
力
と
理
解
力
と
を
育

成
す
る
と
と
も
に
、
〜

(

略)

〜
言
葉
で

｢

伝
え
合
う
力｣

を
高
め
る
こ
と
を
位

置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
論
理
的
な
思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
う
と

と
も
に
、
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
触
れ
た
り
、
国
語
の
特
質
を
理
解
し
た
り
し
な

が
ら
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
深
め
た
り
国
語
を
尊
重
し
た
り
す
る
態
度
の
育
成

を
位
置
付
け
て
い
る
。

(

国
語
編
Ｐ
６
よ
り
抜
粋)

《
国
語
科
改
訂
の
要
点
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○

｢

目
標｣

に
つ
い
て
は
変
更
が
な
い
も
の
の
、
国
語
に
よ
る
表
現
力
と

理
解
力
の
育
成
を
目
指
し
た
指
導
過
程
を
工
夫
す
る
。
ま
た
、｢

伝
え
合

う
力｣

の
育
成
に
つ
い
て
も
指
導
過
程
に
位
置
付
け
て
い
く
。

○

論
理
的
な
思
考
力
や
想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
培
う
よ
う
に
指
導
過
程

を
工
夫
す
る
。

○

国
語
の
特
質
を
理
解
し
な
が
ら
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
深
め
た
り
国

語
を
尊
重
し
た
り
す
る
態
度
の
育
成
に
つ
い
て
の
指
導
の
工
夫

②

内
容
の
構
成
の
改
善

ア

内
容

谷 正勝・菅 邦男���

【
現
行
】

｢

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

｢

書
く
こ
と｣

｢

読
む
こ
と｣

[

言
語
事
項]

【
新
】

｢

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

｢

書
く
こ
と｣

｢

読
む
こ
と｣

[

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項]

【
現
行
】

(

各
学
年
の
構
成)

１

目
標

２

内
容

Ａ
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

(

１)

指
導
事
項

Ｂ

書
く
こ
と

(

１)

指
導
事
項

Ｃ

読
む
こ
と

(

１)

指
導
事
項

[

言
語
事
項]

３

内
容
の
取
扱
い

【
現
行
】

(

各
学
年
の
構
成)

１

目
標

２

内
容

Ａ

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と

(

１)

指
導
事
項

(

２)

言
語
活
動
例

Ｂ

書
く
こ
と

(

１)

指
導
事
項

(

２)

言
語
活
動
例

Ｃ

読
む
こ
と

(

１)

指
導
事
項

(

２)

言
語
活
動
例

[

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の

特
質
に
関
す
る
事
項]
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《
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○

言
語
活
動
例
が
領
域
ご
と
の
内
容
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
、
よ
り
一
層
、

指
導
事
項
と
言
語
活
動
の
関
連
を
図
り
な
が
ら
指
導
過
程
を
工
夫
し
て
い
く
。

○

単
元
の
中
に
お
い
て
、
３
領
域
の
関
連
性
を
図
り
な
が
ら
指
導
過
程
の

工
夫
を
図
り
、
さ
ら
に
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
に
お
い
て
も
関
連
を

図
り
な
が
ら
指
導
過
程
の
工
夫
を
す
る
。

(

２)

学
習
過
程
の
明
確
化

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
を
新
旧
比
較
す
る
こ
と
で
、
前
述
し
た
よ

う
に

｢

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
の｣

プ
ロ
セ
ス
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

《
国
語
科
改
訂
の
要
点
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○

学
習
過
程
に
お
い
て
は
、
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
し
た
単
元
構
成
と

指
導
過
程
の
工
夫
を
す
る
。

(

３)

言
語
活
動
の
充
実

｢

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

、｢

書
く
こ
と｣

及
び

｢

読
む
こ
と｣

の
各
領
域
に
お

い
て
は
、
〜

(

略)

〜
内
容
の

(

２)

に
日
常
生
活
に
必
要
と
さ
れ
る
記
録
、
説
明
、

報
告
、
紹
介
、
感
想
、
討
論
な
ど
の
言
語
活
動
を
具
体
的
に
例
示
し
て
い
る
。

〜

(

略)

〜
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
以
外
の
言
語
活
動
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。(

国
語
編
Ｐ
７
よ
り
抜
粋)

《
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○

単
元
の
目
標
に
合
っ
た
単
元
の
言
語
活
動
の
設
定
と
一
単
位
時
間
の
身

に
付
け
さ
せ
る
べ
き
事
項
に
合
っ
た
言
語
活
動
の
位
置
付
け
を
図
る
。

(

４)

学
習
の
系
統
性
の
重
視

国
語
科
の
指
導
内
容
は
、
系
統
的
・
段
階
的
に
上
の
学
年
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

と
も
に
、
螺
旋
的
・
反
復
的
に
繰
り
返
し
な
が
ら
学
習
し
、
能
力
の
定
着
を
図
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
児
童
の
実
態
に
応
じ
、
各
領
域
の
指
導
事
項

���

【
現
行
】

ア
読
書
的
な
読
む
こ
と
に
関
す

る
指
導
事
項

イ
叙
述
内
容
に
即
し
た
読
む
こ

と
に
関
す
る
指
導
事
項

ウ
想
像
的
な
読
む
こ
と
に
関
す

る
指
導
事
項

エ
事
象
と
感
想
、意
見
に
か
か

わ
る
読
む
こ
と
に
関
す
る
指

導
事
項

オ
目
的
的
な
読
む
こ
と
に
関
す

る
指
導
事
項

カ
声
に
出
し
て
の
読
む
こ
と
に

関
す
る
指
導
事
項

【
新
】

○
音
読
に
関
す
る
指
導
事
項

○
効
果
的
な
読
み
方
に
関
す
る
指

導
事
項

○
説
明
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す

る
指
導
事
項

○
文
学
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す

る
指
導
事
項

○
自
分
の
考
え
の
形
成
及
び
交
流

に
関
す
る
指
導
事
項

○
目
的
に
応
じ
た
読
書
に
関
す
る

指
導
事
項

新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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及
び
言
語
活
動
例
、
さ
ら
に
は

[

伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事

項]

を
関
連
付
け
な
が
ら
、
重
点
を
置
く
べ
き
指
導
内
容
を
明
確
に
し
、
そ
の
系
統

化
を
図
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、｢

読
む
こ
と｣

で
は
、
〜

(

略)

〜
指
導
事
項
を
系
統
化
し
て
い
る
。

(

国
語
編
Ｐ
７
よ
り
抜
粋)

《
国
語
科
改
訂
の
趣
旨
》
か
ら

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

国
語
科
授
業
の
改

善
点｣

○

既
習
内
容
の
定
着
を
図
っ
た
り
活
用
し
た
り
す
る
本
時
の
展
開
を
計
画

し
た
り
、
各
領
域
の
指
導
事
項
及
び
言
語
活
動
例
、
さ
ら
に
は

[

国
語
の
特

質
に
関
す
る
事
項]

と
関
連
を
図
っ
た
指
導
過
程
を
計
画
し
た
り
す
る
。

(

６)

読
書
活
動
の
充
実

※
読
書
活
動
の
充
実
に
お
け
る
改
善
点
に
つ
い
て
は
、｢

３

｢

国
語
科｣

は
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
工
夫
改
善
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？｣

の
中
で
述
べ
た
こ
と
と
重
複
す
る
た

め
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
語
科
教
育
に
全
般
に
関
わ
る

｢

国
語
科
改
訂
の
趣
旨｣

か

ら
、
こ
れ
か
ら
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
授
業
の
改
善
点
を
挙
げ
て
き
た
。
こ

れ
ら
の
改
善
点
を
単
元
構
成
や
一
単
位
時
間
の
指
導
過
程
の
中
で
位
置
付
け
る

こ
と
で
、
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
い
た
授
業
展
開
が
で
き
る
と
考
え
る
。

で
は
次
に
、
新
学
習
指
導
要
領

｢

国
語
編｣

の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導

事
項
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
今
回
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
は
、

○
音
読
に
関
す
る
指
導
事
項

○
効
果
的
な
読
み
方
に
関
す
る
指
導
事
項

○
説
明
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項

○
文
学
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項

○
自
分
の
考
え
の
形
成
及
び
交
流
に
関
す
る
指
導
事
項

○
目
的
に
応
じ
た
読
書
に
関
す
る
指
導
事
項

と
い
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
特
徴
的
な
記
述
の
一
つ
と
し

て
、
文
種
を

｢

説
明
的
な
文
章｣

と

｢

文
学
的
な
文
章｣

に
大
別
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
文
章
に
応
じ
て
指
導
事
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

｢

説
明
的
な
文
章
の
解
釈｣

と

｢

文
学
的
な
文
章
の
解

釈｣

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
事
項
を
洗
い
出
し
基
礎
的
・
基
本
的
な
知

識
及
び
技
能
の
項
目
を
挙
げ
て
い
く
。
ま
た
、
洗
い
出
し
た
指
導
事
項
に
関
連

す
る

｢

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と｣

領
域
と

｢

書
く
こ
と｣

領
域
、｢

国
語
の
特

質｣

の
指
導
事
項
も
挙
げ
て
い
く
。
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低
学
年
で
は
、
時
間
的
な
順
序
や
事
柄
の
順
序
な
ど
を
考
え
な
が
ら
内
容
の
大
体

を
読
む
こ
と
、
中
学
年
で
は
、
目
的
に
応
じ
て
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
と
ら
え
て

段
落
相
互
の
関
係
や
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考
え
て
読
む
こ
と
、
高
学
年
で
は
、

目
的
に
応
じ
て
、
文
章
の
内
容
を
的
確
に
押
さ
え
て
要
旨
を
と
ら
え
た
り
、
事
実
と

感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え
を
明
確
に
し
な
が
ら
読
ん
だ

り
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
文
章
の
解
釈
と
は
、
本
や
文
章
に
書
か
れ
た
内
容
を
理
解
し
意
味
付
け
る

こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
今
ま
で
の
読
書
経
験
や
体
験
な
ど
を
踏
ま
え
、
内
容

や
表
現
を
、
想
像
、
分
析
、
比
較
、
対
照
、
推
論
な
ど
に
よ
っ
て
相
互
に
関
連
付
け

谷 正勝・菅 邦男���
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て
読
ん
で
い
く
。
文
章
の
内
容
や
構
造
を
理
解
し
た
り
、
そ
の
文
章
の
特
徴
を
把
握

し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
推
論
し
た
り
し
な
が
ら
、
読
み
手
は
自
分
の
目
的
や
意

図
に
応
じ
て
考
え
を
ま
と
め
た
り
深
め
た
り
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

(

国
語
編
Ｐ
20
よ
り
抜
粋)

※
低
学
年
：
時
間
的
な
順
序
や
事
柄
の
順
序
な
ど
を
考
え
な
が
ら
内
容
の
大
体

を
読
む
こ
と

○

｢

時
間
的
な
順
序
や
事
柄
の
順
序
な
ど｣

【｢

書
く
こ
と｣

領
域
の
指
導
事

項
】

・
時
間
の
順
序
や
事
柄
の
順
序
、
文
章
表
現
上
の
順
序
な
ど

・
文
章
構
成
…

｢

始
め

中

終
わ
り｣

な
ど
の
構
成

○
言
葉
の
特
徴
や
き
ま
り
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
言
葉
に
は
、
物
事
の
内
容
を
表
す
働
き
や
、
経
験
し
た
こ
と
を
伝
え
る

働
き
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と

・
音
節
と
文
字
と
の
関
係

・
言
葉
に
は
、
意
味
に
よ
る
語
句
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ

と

○
表
記
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
句
読
点
の
打
ち
方
や
、
か
ぎ

(｢
｣)

の
使
い
方
を
理
解
し
て
文
章
の

中
で
使
う
こ
と

○
文
及
び
文
章
の
構
成
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
文
の
中
に
お
け
る
主
語
と
述
語
と
の
関
係
に
注
意
す
る
こ
と

※
中
学
年
：
目
的
に
応
じ
て
、
中
心
と
な
る
語
や
文
を
と
ら
え
て
段
落
相
互
の

関
係
や
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考
え
て
読
む
こ
と

○
目
的
に
応
じ
て
…
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
得
よ
う
と
す
る
の
か
、
ま
た

ど
の
よ
う
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
の
か
な
ど

○
分
析
的
に
読
む

・
中
心
と
な
る
語
や
文
を
と
ら
え
る→

要
点
を
ま
と
め
た
り
小
見
出
し
を

つ
け
た
り
す
る

・
中
心
と
な
る
内
容
、
中
心
と
な
る
段
落

・
各
段
落
の
内
容
の
中
心

・
段
落
相
互
の
関
係
を
と
ら
え
る
【｢

書
く
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
】

・
文
章
の
要
点
や
細
か
い
点
に
注
意
し
な
が
ら
読
み
、
引
用
や
要
約
を
す

る

(

要
約
と
は
①
元
の
文
章
の
構
成
や
表
現
を
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
短

く
ま
と
め
る
要
約
②
自
分
の
言
葉
で
短
く
ま
と
め
る
要
約)

・
指
示
語
や
接
続
語
、
文
末
表
現
に
注
意
し
て
読
む
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
段
落
の
役
割
を
理
解
す
る
【｢

書
く
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
】

●
形
式
段
落
…
改
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
文
の
集
ま
り

●
意
味
段
落
…
形
式
段
落
の
い
く
つ
か
が
意
味
の
つ
な
が
り
の
上
で
ひ

と
ま
と
ま
り
に
な
っ
た
段
落

・
段
落
相
互
の
関
係
を
押
さ
え
る
【｢

書
く
こ
と｣

の
指
導
事
項
】

●
連
接
関
係
…
累
加
や
並
列

●
配
列
関
係
…
具
体
的
な
事
柄
と
抽
象
的
な
事
柄
、
結
論
と
そ
の
理
由

や
根
拠

●
理
由
の
記
述
の
仕
方
…
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
と
複
数
の
要
因
に
よ
っ

て
帰
結
す
る
場
合

・
事
実
と
意
見
と
の
関
係
を
考
え
て
読
む

(

事
実
と
意
見
の
記
述
の
仕
方

の
違
い)

｢

事
実｣

…
現
実
の
事
象
や
出
来
事
、
科
学
的
事
実
、
社
会
的
・
歴
史

的
事
実
、
自
分
が
直
接
経
験
し
た
事
実
、
間
接
的
な
事
実

｢

意
見｣

…
断
定
的
な
意
見
、
推
論
に
よ
る
不
確
定
な
意
見
、
助
言
、

勧
告
、
提
案
、
私
的
な
見
解
と
公
的
な
見
解

○
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
原
因
や
理
由
と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
考
え
や
意
見
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
と
ら
え
る
こ

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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と
○
語
句
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
語
句
に
は
性
質
や
役
割
の
上
で
の
類
別
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る

●

｢

性
質｣

の
上
で
の
類
別
…
物
の
名
前
を
表
す
語
句
・
動
き
を
表
す

語
句
・
様
子
を
表
す
語
句
な
ど

●｢
役
割
の
上｣

で
の
類
別
…
主
語
に
な
る
語
句
・
述
語
に
な
る
語
句
・

修
飾
す
る
語
句

○
文
及
び
文
章
の
構
成
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
修
飾
と
被
修
飾
と
の
関
係
な
ど

・
指
示
語
や
接
続
語

※

高
学
年
：
目
的
に
応
じ
て
、
文
章
の
内
容
を
的
確
に
押
さ
え
て
要
旨
を
と

ら
え
た
り
、
事
実
と
感
想
、
意
見
な
ど
と
の
関
係
を
押
さ
え
、
自
分
の
考
え

を
明
確
に
し
な
が
ら
読
ん
だ
り
す
る
こ
と

○
要
旨
を
と
ら
え
る

(

要
旨
は
①
書
き
手
が
文
章
で
取
り
上
げ
て
い
る
内
容

の
中
心
と
な
る
事
柄
②
中
心
と
な
る
事
柄
に
つ
い
て
の
書
き
手
の
考
え
の

中
心
と
な
る
事
柄)

○
目
的
に
応
じ
て
、
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
か
な
ど
を
明

確
に
し
た
上
で
、
文
章
の
重
要
な
点
を
表
現
に
即
し
て
的
確
に
押
さ
え
、

求
め
ら
れ
て
い
る
分
量
や
表
現
の
仕
方
な
ど
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
る
。

・
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想
定
し
な
が
ら
文
章
全
体
の
構
成
【｢
書
く
こ

と｣

領
域
の
指
導
事
項
】

●

｢

序
論�

本
論�

結
論｣

●

｢

現
状
認
識�

問
題
提
起�

解
決�

結
論�

展
望｣

な
ど

・
統
括
す
る
内
容
の
位
置
付
け
【｢

書
く
こ
と｣

領
域
の
指
導
事
項
】

●

｢

頭
括
型｣

…
冒
頭
部
に
統
括
す
る
場
合

●

｢

尾
括
型｣

…
終
結
部
に
統
括
す
る
場
合

●

｢

双
括
型｣

…
冒
頭
部
・
終
結
部
の
双
方
で
統
括
す
る
場
合
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※
具
体
例

○

内
容
や
表
現
を
、
想
像
、
分
析
、
比
較
、
対
照
、
推
論
な
ど
に
よ
っ
て

相
互
に
関
連
づ
け
て
読
む

○

文
章
の
内
容
や
構
造
を
理
解
し
た
り
、
そ
の
文
章
の
特
徴
を
把
握
し
た

り
、
書
き
手
の
意
図
を
推
論
し
た
り
し
な
が
ら
、
読
み
手
は
自
分
の
目
的

や
意
図
に
応
じ
て
考
え
を
ま
と
め
た
り
深
め
た
り
し
て
い
く
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低
学
年
で
は
、
場
面
の
様
子
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
の
行
動
を
中
心
に
想
像
を
広

げ
な
が
ら
読
む
こ
と
、
中
学
年
で
は
、
場
面
の
移
り
変
わ
り
に
注
意
し
な
が
ら
、
登

場
人
物
の
性
格
や
気
持
ち
の
変
化
、
情
景
な
ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基
に
想
像
し
て

読
む
こ
と
、
高
学
年
で
は
、
登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
、
場
面
に
つ
い
て
の
描

写
を
と
ら
え
、
優
れ
た
叙
述
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。な

お
、
文
章
の
解
釈
と
は
、｢

説
明
的
な
文
章
の
解
釈
に
関
す
る
指
導
事
項｣

で
述

べ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

(

国
語
編
Ｐ
20
よ
り
抜
粋)

※

低
学
年
：

｢

場
面
の
様
子｣

に
つ
い
て
、｢

登
場
人
物
の
行
動｣

を
中
心

に
想
像
を
広
げ
な
が
ら
読
む
こ
と
…
物
語
の
展
開
に
即
し
て
各
場
面
の
様
子

が
変
化
し
た
り
、
中
心
と
な
る
登
場
人
物
の
行
動
が
変
化
し
た
り
し
て
い
く

こ
と
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
様
子
を
豊
か
に
想
像
し
な
が
ら
読
む
こ
と

※

中
学
年
：
場
面
の
移
り
変
わ
り
に
注
意
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
性
格
や

気
持
ち
の
変
化
、
情
景
な
ど
に
つ
い
て
、
叙
述
を
基
に
想
像
し
て
読
む
こ
と

○
文
章
の
構
成
…

｢

冒
頭
部�

展
開
部�

終
結
部｣

な
ど
【｢

書
く
こ
と｣

領

谷 正勝・菅 邦男���
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域
の
指
導
事
項
】

○
場
面
と
場
面
を
関
係
付
け
て
読
む
こ
と

○
登
場
人
物
の
人
物
像
を
中
核
に
読
む

・
登
場
人
物
の
行
動
や
会
話
に
即
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
性
格
を
押
さ

え
る

・
登
場
人
物
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か

・
登
場
人
物
が
物
語
の
上
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か

○
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

(

虚
構)

に
よ
る
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
物
語
や
詩
の
描

写
を
、
想
像
力
を
働
か
せ
な
が
ら
読
む
。(

登
場
人
物
の
性
格
や
境
遇
、

状
況
を
把
握
し
、
場
面
や
情
景
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
変
化
す
る
気
持

ち
に
つ
い
て
、
地
の
文
や
行
動
、
会
話
な
ど
か
ら
関
連
的
に
と
ら
え
て
い

く
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
自
分
を
取
り
巻
く
現
実
や
経
験
と
照
ら

し
合
わ
せ
て
物
語
の
世
界
を
豊
か
に
か
つ
具
体
的
に
感
じ
取
っ
た
り
、
そ

こ
か
ら
感
じ
取
っ
た
感
想
や
感
動
を
大
切
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。)

※

高
学
年
：
登
場
人
物
の
相
互
関
係
や
心
情
、
場
面
に
つ
い
て
の
描
写
を
と

ら
え
、
優
れ
た
叙
述
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と

○
文
章
全
体
の
構
成
…

｢

状
況
設
定�

発
端�

事
件
展
開�
山
場�

結
末｣

【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

○
中
心
と
な
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
相
互
関
係
を
と
ら
え
て
、
そ
れ

ら
に
基
づ
い
て
心
情
、
場
面
の
描
写
を
と
ら
え
る

○
登
場
人
物
の
相
互
関
係
か
ら
人
物
像
や
そ
の
役
割
を
と
ら
え
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
内
面
に
あ
る
深
い
心
情
も
合
わ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と

○
登
場
人
物
の
心
情
は
、
①
直
接
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
場
合
②
登
場
人
物

相
互
の
関
係
に
基
づ
い
た
行
動
や
会
話
、
情
景
な
ど
を
通
し
て
暗
示
的
に

表
現
さ
れ
て
い
る
場
合

○
優
れ
た
叙
述
に
着
目
し
て
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る→

象
徴
性
や
暗
示
性

の
高
い
表
現
や
内
容
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
題
材
を
強
く
意
識
さ
せ
る
表
現
や

内
容
な
ど
に
気
付
き
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
た
り
、
自
分
の
表
現
に
生
か
し

た
り
、
感
想
文
や
解
説
文
な
ど
に
ま
と
め
た
り
し
て
い
く

○
優
れ
た
叙
述
に
気
付
か
せ
る
工
夫→

同
じ
作
者
や
同
じ
題
材
の
作
品
を
比

べ
て
読
む

○
語
句
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
語
感
、
言
葉
の
使
い
方
に
対
す
る
感
覚
な
ど
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ

と

○
表
現
の
工
夫
に
関
す
る
事
項
【｢

国
語
の
特
質｣

の
指
導
事
項
】

・
比
喩
や
反
復
な
ど
の
表
現
の
工
夫
に
気
付
く
こ
と

こ
の
よ
う
に
、｢

説
明
的
な
文
章
の
解
釈｣

と

｢

文
学
的
な
文
章
の
解
釈｣

に
お
け
る
押
さ
え
る
べ
き
事
項
を
他
領
域
と
関
連
付
け
て
洗
い
出
し
た
が
、
今

回
の
指
導
要
領
は
、
国
語
教
育
の
専
門
的
な
言
葉
が
多
く
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に

文
章
を
詳
細
に
精
読
し
て
い
く
べ
き
事
項
も
多
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
す
べ
て
の
事
項
を
網
羅
し
て
、
全
教
材
で
指
導
し
て
い
く
と
な
る
と
一
単

元
で
相
当
な
時
数
が
必
要
と
な
る
懸
念
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
、｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
の
類
型
化
に
つ
い
て
、
次
に
述
べ
た
い
と
思
う
。

�
�
�
�
�
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前
述
し
た
よ
う
に
、
新
学
習
指
導
要
領

｢

国
語
編｣

の

｢

読
む
こ
と｣

領
域

に
お
け
る

｢

説
明
的
な
文
章
の
解
釈｣

と

｢

文
学
的
な
文
章
の
解
釈｣

の
詳
細

な
指
導
事
項
を
洗
い
出
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も

｢

文
章
の
解
釈｣

に
お

け
る
指
導
事
項
だ
け
で
あ
る
。
一
単
元
の
授
業
構
成
を
考
え
る
と
、｢

文
章
の

解
釈｣

以
外
に
、｢

音
読
〜
目
的
に
応
じ
た
読
書｣

ま
で
、
そ
の
他
４
つ
の
指

導
事
項
も
併
せ
て
指
導
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
を
す
べ
て
網
羅
し
指
導
し
よ
う
と
す
る
と
そ
れ
こ
そ

｢

詳
細
な
指
導｣

に

陥
り
膨
大
な
時
間
を
費
や
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
で
て
く
る
。

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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そ
こ
で
、
鶴
田
清
司
氏

(

都
留
文
科
大
学
教
授)

が
、｢

月
刊

国
語
教
育｣

(

２
０
０
１

６
月
号)

の
中
で
、｢

詳
細
な
読
解｣

を
超
え
る
方
法
と
し
て
、

文
学
の
授
業
に
お
い
て
３
つ
の
教
材

(

学
習
形
態)

を
区
別
さ
れ
て
い
る
。
以

下
に
紹
介
す
る
。

�
�
�
�
(

じ
っ
く
り
と
深
く
鑑
賞
す
る
教
材)

｢

精
読
型｣

は
、
内
容
面
で
は
、
事
件
、
人
物
、
イ
メ
ー
ジ
、
主
題
、
思
想
な

ど
を
追
究
す
る
中
で
〈
読
み
〉
の
交
流
を
図
り
つ
つ
、
形
式
面
で
は
そ
れ
を
支
え

る
表
現
方
法
・
効
果
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
と
い
う
学
習
が
行
わ
れ
る
。
か
く
し

て
作
品
の
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
が
最
大
の
目
標
と
な
る
。

�
�
�
�
	
�
(

表
現
や
読
書
な
ど
の
活
動
に
生
か
す
教
材)

｢

活
動
展
開
型｣

は
、
基
本
的
に

｢

詳
細
な
読
解｣

を
し
な
く
て
も
す
む
よ
う

な
作
品
、｢

詳
細
な
読
解｣

を
し
な
い
方
が
よ
い
作
品
が
中
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

多
彩
な
表
現
活
動

(

劇
の
上
演
、
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
、
音
読
・
群
読
の
発
表
会
、

オ
ペ
レ
ッ
タ
、
広
告
文
や
帯
づ
く
り
な
ど)
、
討
論

(

デ
ィ
ベ
ー
ト)

、
友
だ
ち
と

の
ふ
れ
あ
い
、
読
書

(

読
み
広
げ)

な
ど
の
き
っ
か
け
や
素
材
と
な
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
活
動
主
義
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
最
低
限
の
作

品
理
解
が
前
提
と
な
る
。



�
�

�
�
�
�
(

基
本
的
な
読
み
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
教
材)

｢

言
語
技
術
訓
練
型｣

は
、
作
品
の
表
現
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
短
時
間
で
い
く

つ
か
の

｢

読
み
の
技
術｣

を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
も
の
で
あ
る
。｢

反
復
や
対
比
を

と
ら
え
る｣
｢

主
役
と
対
役
を
明
ら
か
に
す
る｣

｢

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
ど
こ
か
を

考
え
る｣

と
い
っ
た
作
品
分
析
法
の
指
導
が
中
心
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
氏
が
３
つ
の
型
を
提
案
さ
れ
た
が
、
ど
の
教
材
を
ど
の
型

で
す
る
か
は
教
師
の
判
断
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
３
つ
の
型
を
画
然
と
分
け
る

必
要
も
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
本
校
で
使
っ
て
い
る
東
京
書
籍

｢

新
し
い
国
語｣

第
６
学
年
の
教

科
書
教
材
を
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
い
と
思
う
。

東
京
書
籍

｢

新
し
い
国
語｣

第
６
学
年
で
は
、
文
学
的
な
文
章

(

物
語
文)

と
し
て
、
風
切
る
つ
ば
さ

(

１
学
期)

・
ヒ
ロ
シ
マ
の
う
た

(

１
学
期)

・
海

の
い
の
ち

(

３
学
期)

を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
３
つ
の
作
品
を
氏
が
分
け

た
型
で
考
え
る
と
、
精
読
型
と
し
て
は

｢

海
の
い
の
ち｣

を
取
り
扱
い
た
い
。

そ
れ
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
心
情
や
場
面
に
つ
い
て
の
描
写
な

ど
優
れ
た
叙
述
を
児
童
に
味
わ
わ
せ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
活
動
展
開
型
と
し
て

は
、｢

ヒ
ロ
シ
マ
の
う
た｣

を
取
り
扱
い
た
い
。｢

ヒ
ロ
シ
マ
の
う
た｣

の
作
品

は
、
長
文
で
あ
る
た
め
に
教
師
の
指
導
が
雑
然
と
な
り
が
ち
で
は
あ
る
が
、
時

系
列
を
し
っ
か
り
と
お
さ
え
な
が
ら
、
そ
の
時
そ
の
時
の
登
場
人
物
の
言
動
や

気
持
ち
を
考
え
さ
せ
た
い
。
ま
た
、
主
題
に
関
わ
る
戦
争
に
対
す
る
思
い
を
考

え
さ
せ
つ
つ
、
戦
争
に
関
す
る
本
へ
の
関
心
を
深
め
、
読
書
の
幅
を
広
げ
さ
せ

た
い
。
言
語
技
術
訓
練
型
と
し
て
は
、｢

風
切
る
つ
ば
さ｣

を
取
り
扱
い
た
い
。

第
６
学
年
に
な
っ
て
、
国
語
の
時
間
で
初
め
て
取
り
扱
う
教
材
と
い
う
こ
と
も

あ
る
が
、
国
語
の
勉
強
に
は
様
々
な
形
が
あ
る
こ
と
を
体
験
さ
せ
た
い
。
例
え

ば
、
文
章
の
言
葉
に
注
意
し
て
読
む
と
新
し
い
意
味
が
あ
る
こ
と
を
分
か
ら
せ

た
り
、
筆
者
の
願
い
・
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
分
か
ら
せ
た
り
し
た

い
。
ま
た
、
作
品
の
分
析
を
行
う
た
め
の
文
章
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
理
解
さ

せ
た
り
、
中
心
と
な
る
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
周
り
の
相
互
関
係
を
考
え

さ
せ
た
り
な
ど
の
言
語
技
術
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
中
心
に
し
た
い
。

氏
は
、
文
学
の
授
業
で
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
説
明
的
な
文
章
で
も
同
様
な

こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
考
え
た
。
そ
こ
で
、
私
が
考
え
た

｢

説
明
的
な
文
章｣

の
３
つ
の
教
材

(

学
習
形
態)

を
述
べ
る
。

�
�
�
�
(

じ
っ
く
り
と
深
く
要
旨
を
読
み
取
る
教
材)

｢
精
読
型｣

は
、
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
あ
げ
、
そ
の
事
実
か
ら
ど
の
よ

う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
各
段
落
で
の
要
約
。
さ
ら
に
、
筆
者
の

谷 正勝・菅 邦男���
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意
図
や
思
考
を
想
定
し
ど
の
よ
う
な
文
章
の
構
成
を
工
夫
を
し
て
読
者
に
主
張
し

て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
。

�
�
�
�
�
�
(

表
現
や
読
書
な
ど
の
活
動
に
生
か
す
教
材)

｢

活
動
展
開
型｣

は
、
主
に
表
現
活
動

(

事
物
の
仕
組
み
な
ど
に
つ
い
て
説
明

し
た
本
や
文
章
を
読
む
、
感
想
文
を
書
く
、
本
の
紹
介
文
、
本
の
帯
、
報
告
文
を

書
く
、
記
事
に
書
く
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
作
成
す
る
、
な

ど)

を
中
心
と
す
る
単
元
に
お
い
て
、
き
っ
か
け
や
素
材
と
な
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
活
動
主
義
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
最
低
限
の
文
章
理

解
が
前
提
と
な
る
。

�
�
	


�
�

�
(

基
本
的
な
読
み
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
教
材)

｢

言
語
技
術
訓
練
型｣
は
、
文
章
の
表
現
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
短
時
間
で
い
く

つ
か
の

｢

読
み
の
技
術｣

を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
も
の
で
あ
る
。｢

話
題
設
定
の
仕

方｣
｢

文
章
の
構
成｣

｢

記
述
の
工
夫｣

｢
要
旨
の
述
べ
方｣

な
ど
と
い
っ
た
文
章
分

析
法
の
指
導
が
中
心
と
な
る

こ
の
よ
う
に
教
材
に
よ
っ
て
指
導
方
法
を
変
え
る
こ
と
で
、
私
が
ワ
ン
パ
タ
ー

ン
に
陥
っ
て
い
た
指
導
に
も
軽
重
が
見
え
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
を
ど
の
型

で
し
て
い
く
の
が
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
教
材
研
究
・

教
材
分
析
の
在
り
方
を
追
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
児
童
に
力
を
付
け
る
た
め

の
機
能
的
な
学
習
が
臨
め
な
い
と
考
え
る
こ
と
で
、
次
に
教
材
研
究
・
教
材
分

析
の
在
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
。

�
�
�
�
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ま
ず
は
、
教
材
研
究
と
教
材
分
析
の
こ
と
ば
の
違
い
に
つ
い
て
、
私
な
り
の

位
置
付
け
を
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

○
教
材
研
究
…

対
象
教
材
に
関
わ
る
研
究
と
し
て
と
ら
え
る
。(

例
え
ば
、

｢

作
者
に
つ
い
て｣

｢

時
代
的

(

社
会
的)

背
景｣

、｢

同
一
作

家
の
作
品

(

シ
リ
ー
ズ
物
も
含
む)｣

、｢

同
一
教
材
で
は
あ
る

が
出
版
社
別｣

、｢

教
科
書
教
材
と
絵
本｣

、｢

教
科
書
教
材
と
原

文｣

、｢

対
象
教
材
の
題
材
に
関
わ
る
別
教
材｣

な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
指
導
過
程
や
児
童
の
実
態
を
考
え
な
が
ら
、

教
材
文
の
扱
い
を
研
究
す
る
こ
と
も
含
む
。)

○
教
材
分
析
…

対
象
教
材
文
そ
の
も
の

(

文
章)

の
研
究
と
し
て
と
ら
え

る
。(

例
え
ば
、
分
析
の
視
点
と
し
て
、｢

文
章
の
特
徴

(

話
者

の
視
点
・
筆
者
の
視
点)｣

、｢

文
章
構
成

(

文
脈
・
論
の
展
開)

の
工
夫｣

、｢

主
題
や
主
旨｣

、｢

文
章
の
信
頼
性
や
信
憑
性｣

｢

重
要
語
彙｣

、｢

文
法｣

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。)

こ
の
よ
う
に
分
け
て
考
え
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
振
り
返
る
と
、
ど
ち
ら
に

お
い
て
も
取
組
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
こ
の
よ
う
な
不
足
に
陥
っ

た
要
因
と
し
て
、
教
師
用
教
科
書
に
付
属
し
て
い
る
教
師
用
指
導
書
に
た
よ
り

過
ぎ
て
い
た
自
分
に
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
教
材
研
究
に
つ
い
て
、
現
代
教
育
科
学(

№
２
３
３)

明
治
図
書

の
中
で
竹
中
輝
夫
氏
が
、
輿
水
実
氏
の
こ
と
ば
を
拝
借
し
、
ご
自
身
の
考
え
を

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
紹
介
す
る
。

教
材
研
究
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
わ
た
く
し
は
何
時
も
輿
水
実
氏

(

輿
水
実
編)

国
語
教
材
の
あ
り
方
と
教
材
研
究

[

明
治
図
書])

の
貴
重
な
指
摘
を
思
い
出
す
。
氏

は
、
〜(

略)

〜｢

こ
こ
で
そ
う
い
う
作
品
な
り
文
章
な
り
の『

ど
う
い
う
性
質
が』

、

『

ど
う
い
う
わ
け』

で
、
国
語
教
育
を
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
根
本

問
題
で
あ
る
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
も
っ
と
ほ
か
に
教
材
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

し
、
第
一
、
教
材
と
い
う
も
の
を
ほ
ん
と
う
に
生
か
し
た
学
習
指
導
が
で
き
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
教
材
の
本
質
へ
の
接
近
で
あ
る
。｣

と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

���

新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して



����

わ
た
く
し
は
氏
の
こ
と
ば
を
た
い
せ
つ
に
し
た
い
と
思
う
。
と
同
時
に
、
〜

(

略)

〜
わ
た
し
な
り
に
い
う
と
、｢

子
ど
も
の
何
に
対
し
て
、
教
材
の
ど
う
い
う
性
質
が
、

ど
う
い
う
わ
け
で
、
ど
の
よ
う
に
有
益

(

有
効)

な
の
か｣

を
問
う
こ
と
が
、
教
材

研
究
の
本
質
へ
の
接
近
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

抜
粋
し
た
文
章
は
、｢

教
材
研
究
に
つ
い
て
考
え
る
と
き｣

と
限
定
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
文
章
だ
が
、
教
材
分
析
と
い
う
こ
と
ば
を
付
け
加

え
て
も
何
ら
支
障
の
な
い
、
大
変
貴
重
な
こ
と
ば
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。

説
明
的
な
文
章
に
し
ろ
、
文
学
的
な
文
章
に
し
ろ｢

お
も
し
ろ
さ｣

が
あ
る
。

こ
の

｢

お
も
し
ろ
さ｣
と
い
う
の
は
教
師
側
か
ら
の
視
点
と
し
て
の

｢

お
も
し

ろ
さ｣

で
あ
る
。
そ
の｢

お
も
し
ろ
さ｣

を
児
童
に
も
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
・

考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
意
識
の
も
と
で
、
教
材
研
究
・
教
材
分
析
を
行
っ

て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
れ
に
は
ま
ず
、
教
師
が
一
人
の
読
者
と
し
て
教
材
に
向
き
合
い
、
主
旨
や

主
題
を
つ
か
む
。
た
だ
し
、
こ
の
主
旨
や
主
題
は
、
児
童
に
教
え
る
た
め
に
つ

か
む
も
の
で
な
な
い
た
め
感
じ
取
る
程
度
で
い
い
と
思
う
。
次
に
、
教
材
文
の

特
徴
を
つ
か
み
な
が
ら
読
む
。
最
後
に
、
児
童
に
ど
ん
な
力
を
付
け
る
た
め
に
、

何
を
教
え
る
の
か
考
え
な
が
ら
、
書
き
込
み
な
が
ら
読
む
。
こ
の
よ
う
な
段
階

で
、
教
材
研
究
・
教
材
分
析
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

教
材
研
究
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
川
野
理
夫
氏
が

｢

小
学
校

文
学
作
品
の

授
業
基
礎
編｣

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

授
業
に
お
け
る
教
師
の
行
動
は
、
第
一
義
的
に
作
品
に
規
定
さ
れ
る
。
授
業
の
中

で
の
教
師
は
、
教
材
研
究
の
た
し
か
さ
に
保
証
さ
れ
て
、
教
師
で
あ
る
こ
と
の
意
味

を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
材
研
究
は
、
授
業
に
た
し
か
さ
や
ゆ
た
か
さ

を
も
た
ら
す
と
い
う
だ
け
で
大
事
な
の
で
は
な
い
。
じ
つ
は
、
教
師
自
身
の
作
品
理

解
を
た
し
か
な
も
の
に
す
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
大
事
な
の
で
あ
る
。

授
業
に
の
ぞ
む
教
師
が
、
そ
の
作
品
に
ほ
れ
こ
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
、
授
業
に

と
っ
て
本
質
で
あ
る
。
作
品
に
対
す
る
ほ
れ
こ
み
が
、
丹
念
な
よ
み
の
指
導
を
つ
く

り
出
す
し
、
子
ど
も
に
対
す
る
丹
念
な
と
り
は
か
ら
い
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
。

〜

(

略)

〜
教
材
研
究
は
、
単
に
授
業
の
た
め
で
は
な
く
、
ほ
ん
と
う
は
教
師
自
身

の
作
品
の
理
解
を
深
め
る
た
め
〜

(

略)

〜

川
野
氏
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
に
と
っ
て
賛
否
両
論
が

あ
る
と
思
う
が
、
少
な
く
と
も
国
語
と
い
う
教
科
に
対
し
て
苦
手
意
識
を
感
じ

て
い
た
私
に
と
っ
て
は
、
感
銘
深
い
こ
と
ば
で
あ
る
。
教
科
書
教
材
よ
り
も
教

師
用
指
導
書
を
よ
り
読
ん
で
い
た
私
に
と
っ
て
、
指
導
方
法
や
指
導
内
容
よ
り

も
、
ま
ず
は
教
材
を
知
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

�
�
�
�
�
�
�
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こ
れ
ま
で
長
々
と
、
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則｣

｢

国
語
編｣

や
教
材
に
対

す
る
考
え
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
実
際

に
ど
う
い
う
手
順
で
一
単
元
・
一
単
位
時
間
の
授
業
を
組
み
立
て
て
い
く
の
か

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
い
く
。
述
べ
る
柱
と

し
て
は
、｢

授
業
ま
で
の
流
れ｣

・

｢

単
元
構
成
の
構
築｣

・

｢

一
単
位
時
間

の
学
習
指
導
過
程
の
構
築｣

・

｢『

類
型
化』

に
沿
っ
た
単
元
構
成
と
学
習
指

導
過
程
の
モ
デ
ル｣

の
順
で
述
べ
て
い
く
。

(

１)

授
業
ま
で
の
流
れ

私
は
、
こ
れ
ま
で
指
導
計
画
を
立
て
る
際
に
、
教
科
書
指
導
書
を
基
準
に
考

え
て
い
た
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
教
材
文
を
読
み
、
次
に
指
導
書
か
ら
お
さ
え

る
べ
き
指
導
事
項
を
洗
い
出
し
な
が
ら
、
単
元
構
成
や
一
単
位
時
間
の
学
習
指

導
過
程
を
計
画
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
授
業
を
実
際
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の

手
順
を
振
り
返
る
と
実
に
教
科
書
指
導
書
に
頼
り
過
ぎ
た
指
導
方
法
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
反
省
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
授
業
の
流
れ
で
は
、
教
師
は
、

谷 正勝・菅 邦男���
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こ
の
教
材
で
児
童
に
何
を
身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
、
こ
の
活
動
で
ど
ん
な
力
を

身
に
付
け
さ
せ
る
の
か
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
授
業
ま
で
の
計
画
を
立
て
て
い

く
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

手
順
と
し
て
は
、
以
下
に
示
す
。

・
指
導
者
が
し
っ
か
り
と
教
材
文
を
読
み
込
み
教
材
研
究
・
教
材
分
析
を
す

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

・
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
か
ら
本
単
元
を
通
し
て
身
に
付
け
さ
せ
る
事

項
を
洗
い
出
す
。

・
教
材
研
究
・
教
材
分
析
と
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
を
関
連
づ
け
な
が

ら
、
単
元
の
目
標
を
設
定
す
る
。

・
前
学
年
や
前
単
元
の
既
習
内
容
を
確
認
し
た
り
、
次
学
年
や
次
単
元
に
つ

な
が
る
学
習
内
容
を
確
認
し
た
り
し
な
が
ら
系
統
性
を
み
る
。

・
本
単
元
で
習
得
す
べ
き
事
項
を
厳
選
す
る
。

・
単
元
全
体
を
見
通
し
た
習
得
と
活
用
の
位
置
付
け
や
、
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
の
能
力
を
育
む
た
め
の
言
語
活
動
の
位
置
付
け
を
図
る
。
特
に
、

導
入
の
際
に
は
、｢

な
ぜ
、
こ
の
学
習
を
す
る
の
か｣

｢

こ
ん
な
ふ
う
な
力

を
付
け
た
い
な｣

な
ど
と
い
っ
た
児
童
に
学
習
に
対
す
る
実
感
を
持
た
せ

る
工
夫
を
図
る
。

・
⑥
を
受
け
て
、
一
単
位
時
間
に
お
け
る
習
得
と
活
用
の
位
置
付
け
や
、
思

考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
能
力
を
育
む
た
め
の
言
語
活
動
の
位
置
付

け
を
図
る
。

・
実
際
に
授
業
を
行
い
な
が
ら
、
⑥
⑦
の
付
加
修
正
を
行
い
次
単
位
時
間
の

計
画
を
練
り
直
す
。

(

２)

単
元
構
成
の
構
築

①

実
感
を
伴
っ
た
単
元
構
成
の
構
築
と
言
語
活
動
の
設
定

本
教
材
に
お
け
る
指
導
の
流
れ
の
型
が
定
ま
っ
た
ら
、
単
元
構
成
を
実
際
に

構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。
単
元
構
成
に
お
い
て
十
分
考
慮
す
る
こ
と
は
、
国
語

科
の
視
点
で
見
た

｢

総
則
編｣

や

｢

国
語
科
編｣

に
お
け
る
改
善
点
を
積
極
的

に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
十
分
考
慮
し
な
が
ら
、
単
元
構
成

の
構
築
を
行
っ
て
い
く
。

ま
ず
、｢

総
則
編｣

で
述
べ
ら
れ
て
い
た
実
感
を
伴
っ
た
学
習
活
動
を
行
う

こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
感
を
伴
っ
た
学
習
活
動
を
行
う
こ
と

は
、
よ
り
主
体
的
で
意
欲
的
な
学
習
指
導
が
展
開
さ
れ｢

読
む
こ
と｣

領
域
の

能
力
を
中
心
に
関
連
す
る
他
領
域
の
能
力
の
育
成
が
図
ら
れ
る
と
考
え
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
児
童
に
学
習
す
る
前
や
学
習
す
る
中
で
、
学
習
に
対
し
て
、
ま

た
は
題
材
に
対
し
て

｢

必
然
性｣

や

｢

必
要
感｣

な
ど
の
実
感
を
抱
か
せ
る
こ

と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
単
元
終
末
に
お
け
る
有
機
的
な
言
語
活
動
を
通

し
て
、
学
び
の
よ
さ
に
つ
い
て
実
感
を
伴
っ
た
単
元
構
成
が
重
要
と
考
え
児
童

の
立
場
に
立
っ
た
構
成
を
工
夫
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

���

①
本
教
材
の
教
材
研
究
・
教
材
分
析
を
す
る

②
学
習
指
導
要
領
の
指
導
事
項
の
確
認
を
す
る

③
単
元
目
標
の
設
定
を
す
る

④
学
年
及
び
単
元
別
系
統
を
み
る

⑤
習
得
す
べ
き
事
項
を
厳
選
す
る

⑥
単
元
構
成
を
計
画
す
る

⑦
一
単
位
時
間
の
指
導
計
画
を
立
て
る

⑧
実
際
に
授
業
を
行
い
な
が
ら
、
⑥
⑦
の
計
画
の
付
加
修
正
を
し
て
い
く

新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して



����

次
に
、
新
学
習
指
導
要
領
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る

｢

習
得｣

・

｢

活
用｣

の
学
習
活
動
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
習
得
し
、

活
用
で
き
る
国
語
の
能
力
を
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
、｢

課
題
を
も
つ｣

段

階
、｢

習
得
す
る｣

段
階
、｢

活
用
す
る｣

段
階
の
３
段
階
で
単
元
を
構
成
す
る

こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
指
導
事
項
を
明
確
に

し
、
実
感
を
伴
っ
た
言
語
活
動
を
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

【
単
元
構
成
の
３
段
階
】

ま
た
、
単
元
構
成
計
画
に
連
動
し
て
、
学
習
課
題
の
設
定
に
留
意
す
る
。
留

意
す
る
点
と
し
て
、
ま
ず
、
単
元
終
末
の

｢

活
用
す
る｣

段
階
の
言
語
活
動
に

向
け
て
、
単
元
全
体
を
通
し
て
の
学
習
課
題
を
設
定
す
る
。
次
に
、
一
単
位
時

間
の
学
習
課
題
に
つ
い
て
は
、
単
元
終
末
の

｢

活
用
す
る｣

段
階
の
言
語
活
動

に
関
連
づ
け
な
が
ら
設
定
す
る
。(

左
図
参
照)

②

単
元
構
成
の
基
本
モ
デ
ル

次
頁
に
示
し
た
の
が
、
基
本
的
な
単
元
構
成
で
あ
る
。
作
成
上
の
留
意
点
に

つ
い
て
は
、
吹
き
出
し
に
て
明
記
す
る
。

谷 正勝・菅 邦男���

｢

活
用
す
る｣

段
階

｢

習
得
す
る｣

段
階

｢

課
題
を
も
つ｣

段
階

○
学
習
内
容
や
習
得
し
た
事
項
を
活
用
し
た

言
語
活
動
に
取
り
組
ま
せ
、
実
生
活
や
実

社
会
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
力
を
身
に

付
け
さ
せ
る
。

【
学
習
内
容
や
習
得
し
た
事
項
を
生
か
し
た

活
動
】

○
自
分
の
考
え
を
形
成
さ
せ
た
り
、
他
者
と

の
交
流
を
行
っ
た
り
さ
せ
た
り
す
る
中
で
、

単
元
で
求
め
ら
れ
る
知
識
や
技
能
を
習
得

さ
せ
る
。

【
知
識
・
技
能
の
習
得
、
自
分
の
考
え
の
形

成
・
交
流
】

○

｢

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
知
り
た
い｣

、｢

こ

の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た

い｣

な
ど
、
単
元
の
学
習
に
対
す
る
課
題

意
識
を
も
た
せ
る
よ
う
に
す
る
。

【
学
習
意
識
・
課
題
意
識
の
焦
点
化
】
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(

３)

一
単
位
時
間
の
学
習
指
導
過
程
の
構
築

①

実
感
を
伴
っ
た
学
習
指
導
過
程
の
構
築
と
言
語
活
動
の
設
定

単
元
構
成
と
同
様
に
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
習
得
し
、
こ
と

ば
の
力
を
確
実
に
身
に
付
け
さ
せ
る
た
め
に
、｢

課
題
を
把
握
す
る｣

段
階
、

一
単
位
時
間
の

｢

習
得
す
る｣

段
階
、
一
単
位
時
間
の

｢

活
用
す
る｣

段
階
の

３
段
階
で
一
単
位
時
間
の
学
習
指
導
過
程
の
展
開
を
考
え
る
。

特
に
、
一
単
位
時
間
の

｢

習
得
す
る｣

段
階
で
は
、
ね
ら
い
と
す
る
知
識
・

技
能
を
確
実
に
習
得
さ
せ
、
話
合
い
を
通
し
て
自
分
の
考
え
た
こ
と
を
ま
と
め

た
り
、
本
時
学
習
で
分
か
っ
た
こ
と
を
一
定
字
数
内
で
ま
と
め
た
り
す
る
な
ど

の
学
習
活
動
を
行
う
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
一
単
位
時
間
の

｢

活
用
す
る｣

段
階
に
お
い
て
は
、
一
単
位
時
間
の

｢

習
得
す
る｣

段
階
で
身
に
付
け
た
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
言
語
活
動
を
行
っ

た
り
、
単
元
の
終
末
段
階
に
設
定
し
た
言
語
活
動
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
言
語
活
動
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
生
活
に
生
き
る
活
用
力
を

育
て
る
よ
う
に
工
夫
す
る
。

【
一
単
位
時
間
の
３
段
階
】

���

｢

習
得
す
る｣

段
階

｢

課
題
を
把
握
す
る｣

段
階

○
自
分
の
考
え
を
形
成
さ
せ
た
り
、
他
者
と
の
交

流
を
行
っ
た
り
さ
せ
な
が
ら
、
本
時
で
求
め
ら

れ
る
知
識
・
技
能
を
習
得
さ
せ
る
。

【
知
識
・
技
能
の
習
得
、
自
分
の
考
え
の
形
成
・

交
流
】

○

｢

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
調
べ
る｣

、｢

こ
の
よ
う

な
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い｣

な
ど
、

本
時
学
習
の
課
題

(

め
あ
て)

を
的
確
に
把
握

さ
せ
、
課
題
意
識
を
焦
点
化
さ
せ
る
。

【
課
題
意
識
の
焦
点
化
】

新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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②

一
単
位
時
間
の
学
習
指
導
過
程
の
基
本
モ
デ
ル

下
記
に
示
し
た
の
が
、
基
本
的
な
学
習
指
導
過
程
で
あ
る
。
作
成
上
の
留
意

点
に
つ
い
て
は
、
吹
き
出
し
で
明
記
す
る
。

(

４)
｢

類
型
化｣

に
沿
っ
た
、
単
元
構
成
と
学
習
指
導
過
程
の
モ
デ
ル
と
実

践
例

｢

授
業
ま
で
の
流
れ｣

｢

単
元
構
成
の
構
築｣

｢
一
単
位
時
間
の
学
習
指
導
過

程
の
構
築｣

を
述
べ
て
き
た
が
、
留
意
点
と
し
て
教
師
が
本
教
材
の
教
材
研
究
・

教
材
分
析
を
行
う
際
ま
た
は
行
い
な
が
ら
、
児
童
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
力
を

付
け
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
授
業
を
構
築
し
て
い
く
か
を
念
頭
に
置
き
な
が

ら
教
材
研
究
・
教
材
分
析
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、

ど
の
よ
う
な
授
業
を
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
指
針
と
し
て
、｢

『
読
む
こ
と』

領
域
に
お
け
る
授
業
の
類
型
化｣

で
述
べ
た
３
つ
の
型
に
沿
っ
て
、｢
説
明
的

な
文
章｣

と

｢

文
学
的
な
文
章｣

の
そ
れ
ぞ
れ
の
単
元
構
成
の
モ
デ
ル
を
構
築

す
る
。
ま
た
、
単
元
構
成
の
モ
デ
ル
に
沿
っ
て
、
第
６
学
年
に
お
け
る

｢

説
明

的
な
文
章｣

(

東
京
書
籍
教
材)

の
実
践
例
を
提
案
す
る
。
東
京
書
籍
で
は
、

第
６
学
年
に
お
け
る
説
明
的
な
文
章
と
し
て
、｢

イ
ー
ス
タ
ー
島
に
は
な
ぜ
森

林
が
な
い
の
か｣

(

１
学
期)

、｢

言
葉
の
意
味
を
追
っ
て｣

(

２
学
期)

、｢

百
年

前
の
未
来
予
測｣

(

３
学
期)

の
３
教
材
を
掲
載
し
て
い
る
。
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｢

説
明
的
な
文
章｣

で
は
、
筆
者
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
挙
げ
、
そ
の
事
実

か
ら
ど
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
各
段
落
で
の
要
約
を
す

る
。
さ
ら
に
、
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想
定
し
ど
の
よ
う
な
文
章
の
構
成
を
工

夫
を
し
て
読
者
に
主
張
し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
る
。

｢

文
学
的
な
文
章｣

で
は
、
内
容
面
で
は
、
事
件
、
人
物
、
イ
メ
ー
ジ
、
主

谷 正勝・菅 邦男���

｢

活
用
す
る｣

段
階

○
本
時
の
学
習
内
容
や
習
得
し
た
事
項
を
生
か
し

た
学
習
活
動
、
単
元
の

｢

活
用
す
る｣

段
階
に

つ
な
ぐ
言
語
活
動
を
設
定
し
、
実
生
活
に
生
き

る
活
用
力
を
育
て
る
。

【
学
習
内
容
や
習
得
し
た
事
項
を
生
か
し
た
活
動
】

○
本
時
学
習
の
不
利
帰
り
を
し
、
本
時
学
習
で
分

か
っ
た
こ
と
を
一
定
字
数
内
で
ま
と
め
る
な
ど

の
学
習
活
動
を
行
う
。
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題
、
思
想
な
ど
を
追
究
す
る
中
で
〈
読
み
〉
の
交
流
を
図
り
つ
つ
、
形
式
面
で

は
そ
れ
を
支
え
る
表
現
方
法
・
効
果
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
と
い
う
学
習
が
行

わ
れ
る
。
か
く
し
て
作
品
の
鑑
賞
を
深
め
る
こ
と
が
最
大
の
目
標
と
な
る
。

【
説
明
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考
え
る
。

○
各
段
落
ご
と
に
要
約
し
な
が
ら
、
事
実
と
意
見
を
確
認
し
、
信
憑
性
を

考
え
る
。

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。(

筆
者
や
文
章
に
対
し
て
自
分

の
考
え
を
も
ち
話
し
合
う
。)

○
文
章
全
体
か
ら
、
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想
定
し
、
ど
の
よ
う
な
文
章

構
成
を
工
夫
し
、
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
話
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○
本
単
元
に
関
わ
る
本
を
選
び
紹
介
し
た
り
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
読
書

に
対
す
る
考
え
を
話
し
合
っ
た
り
す
る
。

【
文
学
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
流
れ

(

文
章
構
成)

を
考
え
る
。

○
場
面
ご
と
に
事
件
、
登
場
人
物
、
イ
メ
ー
ジ
、
主
題
と
の
関
わ
り
な
ど

を
お
さ
え
た
り
、
表
現
方
法
・
効
果
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
り
す
る
。

○
文
章
全
体
を
見
通
し
て
主
題
を
考
え
話
し
合
う
。(

作
者
や
作
品
に
対

し
て
自
分
の
考
え
を
も
ち
話
し
合
う
。)

第
３
次

活
用
す
る

○
本
単
元
に
関
わ
る
本
を
選
び
紹
介
し
た
り
、
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
読
書

に
対
す
る
考
え
を
話
し
合
っ
た
り
す
る
。

《
説
明
的
な
文
章
の

｢

精
読
型｣

授
業
実
践
例
》

・
教
材
名

｢

イ
ー
ス
タ
ー
島
に
は
な
ぜ
森
林
が
な
い
の
か｣

(

東
京
書
籍)

・
教
材
に
つ
い
て
…
本
教
材
は
、
こ
の
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
か
つ
て
あ
っ
た
豊
か

な
森
林
が
ど
の
よ
う
に
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
を
解
き
明
か
し
た
文
章
で

あ
る
。
筆
者
は
森
林
が
失
わ
れ
た
原
因
と
結
果
と
の
因
果
関
係
を
説
明
し
、
さ

ら
に
、
そ
の
過
去
の
教
訓
か
ら
人
類
の
未
来
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

そ
の
森
林
消
滅
の
原
因
と
し
て
、
人
間
が
持
ち
込
ん
だ
ラ
ッ
ト
に
よ
る
生
態
系

へ
の
影
響
と
人
間
に
よ
る
森
林
の
伐
採
と
い
う
２
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
イ
ー
ス

タ
ー
島
の
歴
史
は
、
自
然
の
利
用
方
法
を
誤
り
生
態
系
を
傷
付
け
れ
ば
、
人
々

は
悲
惨
で
厳
し
い
運
命
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
に
教
え
て

い
る
。
ま
た
、
今
後
、
人
類
が
存
続
し
て
い
く
に
は
、
子
孫
の
幸
せ
に
思
い
を

め
ぐ
ら
す
文
化
を
築
く
必
要
性
も
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
教
材
文
の
内
容
は
、
話
題
の
提
示
か
ら
理
由
の
説
明
、
そ
し
て
筆
者

の
主
張
で
結
ぶ
と
い
う
分
か
り
や
す
い
構
成
で
あ
る
。
説
明
的
な
文
章
の
基
本

型
で
あ
る｢

序
論→

本
論→

結
論｣

と
い
う
説
得
力
の
あ
る
構
成
・
内
容
の
文

章
で
あ
る
た
め
、
形
式
段
落
ご
と
に
要
約
し
、
文
章
全
体
を
三
つ
の
大
き
な
ま

と
ま
り
に
分
け
る
と
い
う
学
習
活
動
は
、
説
明
的
文
章
を
読
解
す
る
た
め
の
基

礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
し
っ
か
り
と
身
に
付
け
る
上
で
大
変
意
義
深

い
。

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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第
１
次

課
題
を
も
つ

○
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
つ
い
て
知
り
、
教
材
に
対
す
る
興
味
関
心
を
も
つ
。

○
本
学
習
を
通
し
て
、
説
明
的
な
文
章
の
構
成
や
文
章
の
表
現
の
仕
方
、

筆
者
の
考
え
の
述
べ
方
に
つ
い
て
読
み
取
る
力
を
付
け
る
こ
と
を
知
る
。

○
教
材
文
を
通
読
し
て
内
容
の
大
体
を
と
ら
え
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
や

も
っ
と
知
り
た
い
こ
と
な
ど
、
初
発
の
感
想
を
話
し
合
い
、
学
習
計
画

を
立
て
る
。
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

○
教
材
文
の
要
旨
を
書
い
て
み
る
。(

※
こ
の
時
点
で
は
、
前
学
年
で
身

に
付
け
て
い
る
力
で
書
く)

第
２
次

習
得
す
る

○
教
材
文
を
読
み
、
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考
え
る
。

○
形
式
段
落
ご
と
に
事
実
と
意
見
を
確
認
し
、
要
約
し
な
が
ら｢

キ
ー
ワ
ー

ド
カ
ー
ド｣

を
作
成
す
る
。
ま
た
、
読
み
取
っ
た
こ
と
を
時
間
軸
に
沿
っ

て
年
表
に
ま
と
め
る
。(

※

｢

キ
ー
ワ
ー
ド
カ
ー
ド｣

は
、
詳
し
い
文

章
構
成
を
考
え
る
際
に
用
い
る)

○
イ
ー
ス
タ
ー
島
に
森
林
が
な
く
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

○
文
章
構
成
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、｢

キ
ー
ワ
ー
ド
カ
ー
ド｣

を
用
い

て
文
図
を
作
成
す
る
。
ま
た
、
文
図
か
ら
、
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想

定
し
、
ど
の
よ
う
な
文
章
構
成
を
工
夫
し
、
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
話
し
合
う
。

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。(

そ
の
際
に
、
第
１
次
で
書
い

た
文
章
と
比
べ
ど
の
よ
う
に
書
き
方
が
変
わ
っ
た
か
実
感
さ
せ
る)

○
筆
者
の
主
張
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
書
い
て
発

表
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○
興
味
を
持
っ
た
自
然
や
環
境
に
関
す
る
本
や
文
章
を
読
む
。
読
ん
だ
本

や
文
章
の
特
徴
や
筆
者
の
考
え
、
ま
た
自
分
の
考
え
を
発
表
し
合
う
。
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｢

説
明
的
な
文
章｣

で
は
、
主
に
表
現
活
動

(

事
物
の
仕
組
み
な
ど
に
つ
い

て
説
明
し
た
本
や
文
章
を
読
む
、
感
想
文
を
書
く
、
本
の
紹
介
文
、
本
の
帯
、

報
告
文
を
書
く
、
記
事
に
書
く
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
を
作

成
す
る
、
な
ど)

を
中
心
と
す
る
単
元
に
お
い
て
、
き
っ
か
け
や
素
材
と
な
る

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
活
動
主
義
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、

最
低
限
の
文
章
理
解
が
前
提
と
な
る
。

｢

文
学
的
な
文
章｣

で
は
、
基
本
的
に

｢

詳
細
な
読
解｣

を
し
な
く
て
も
す

む
よ
う
な
作
品
、｢

詳
細
な
読
解｣

を
し
な
い
方
が
よ
い
作
品
が
中
心
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
多
彩
な
表
現
活
動

(

劇
の
上
演
、
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
、
音
読
・
群
読

の
発
表
会
、
オ
ペ
レ
ッ
タ
、
広
告
文
や
帯
づ
く
り
な
ど)

、
討
論

(

デ
ィ
ベ
ー

ト)

、
友
だ
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
、
読
書

(

読
み
広
げ)

な
ど
の
き
っ
か
け
や
素

材
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単
な
る
活
動
主
義
に
な
ら
な
い
た

め
に
は
、
最
低
限
の
作
品
理
解
が
前
提
と
な
る
。

【
説
明
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○｢

活
用
す
る｣

段
階
に
お
け
る
表
現
活
動
に
対
し
て
の
意
欲
付
け
を
行
っ

た
り
、
課
題
を
も
た
せ
た
り
す
る
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考
え
る
。

○
各
意
味
段
落
を
お
さ
え
な
が
ら
、
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想
定
し
、
ど

の
よ
う
な
文
章
構
成
を
工
夫
し
、
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
話
し
合
う
。

○
各
一
単
位
時
間
に
お
い
て
、
本
教
材
を
使
っ
て
、｢

活
用
す
る｣

段
階

谷 正勝・菅 邦男���
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に
お
け
る
表
現
活
動
を
行
っ
て
み
る
。
ま
た
、
そ
の
方
法
を
身
に
付
け

る
。

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○
｢

習
得
す
る｣

段
階
で
身
に
付
け
た
表
現
方
法
を
活
用
し
な
が
ら
、
自

分
の
表
現
活
動
を
行
い
、
発
表
し
合
う
中
で
吟
味
を
行
う
。

○
表
現
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
や
社
会
生
活
の

中
で
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
く
の
か
話
し
合
う
。

【
文
学
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○｢

活
用
す
る｣

段
階
に
お
け
る
表
現
活
動
に
対
し
て
の
意
欲
付
け
を
行
っ

た
り
、
課
題
を
も
た
せ
た
り
す
る
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
流
れ(

文
章
構
成)

を
考
え
る
。

○
文
章
全
体
の
流
れ
を
確
認
し
な
が
ら
、
場
面
、
登
場
人
物
、
事
件
な
ど

の
変
化
を
読
み
と
る
。

○
各
一
単
位
時
間
に
お
い
て
、
本
教
材
を
使
っ
て
、｢

活
用
す
る｣
段
階

に
お
け
る
表
現
活
動
を
行
っ
て
み
る
。
ま
た
、
そ
の
方
法
を
身
に
付
け

る
。

○
文
章
全
体
を
見
通
し
て
主
題
を
考
え
話
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○

｢

習
得
す
る｣

段
階
で
身
に
付
け
た
表
現
方
法
を
活
用
し
な
が
ら
、
自

分
の
表
現
活
動
を
行
い
、
発
表
し
合
う
中
で
吟
味
を
行
う
。

○
表
現
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
や
社
会
生
活
の

中
で
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
く
の
か
話
し
合
う
。

《
説
明
的
な
文
章
の

｢

活
動
展
開｣

授
業
実
践
例
》

・
教
材
名

｢

言
葉
の
意
味
を
追
っ
て｣

(

東
京
書
籍)

・
教
材
に
つ
い
て
…
本
教
材
は
、｢

広
辞
苑｣

に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
そ
の
特

徴
や
作
成
過
程
、
編
集
に
携
わ
っ
た
新
村
親
子
の
辞
典
作
り
に
か
け
る
熱
意
や

苦
悩
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
ま
た
、
文
章
構
成
と
し
て
は
、

｢

序
論
・
本
論
・
結
論｣

の
３
つ
か
ら
構
成
さ
れ
、
内
容
が
時
系
列
に
展
開
し

て
い
く
た
め
、
段
落
の
全
体
構
成
を
つ
か
み
や
す
く
ま
と
ま
り
ご
と
の
要
点
も

捉
え
や
す
い
。
本
学
習
を
通
し
て
、
様
々
な
苦
労
を
乗
り
越
え
て
辞
典
作
り
に

取
り
組
ん
だ
新
村
親
子
の
生
き
方
に
ふ
れ
な
が
ら
、
児
童
に
と
っ
て

｢

言
葉｣

に
対
す
る
新
た
な
認
識
を
深
め
、｢

辞
典
作
り｣

の
言
語
活
動
の
中
で
、
言
葉

の
働
き
や
意
味
を
改
め
て
考
え
た
り
、
実
生
活
の
様
々
な
用
途
で
辞
典
を
効
果

的
に
活
用
し
た
り
す
る
点
か
ら
も
大
変
意
義
深
い
。

【
説
明
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
教
材
に
対
す
る
に
意
識
付
け
を
行
う
。

・
１
つ
の
言
葉
に
注
目
し
て
意
味
を
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

(

※
こ
の
時
点
の
力
で
、
と
り
あ
え
ず
説
明
す
る
文
章
を
書
か
せ
る
。)

・
広
辞
苑
や
様
々
な
辞
典
に
ふ
れ
る
。

○

｢

辞
書｣

に
対
す
る
用
途
を
考
え
な
が
ら
、
使
用
す
る
側
か
ら
作
成
す

る
側
へ
意
識
の
転
換
を
す
る
。
ま
た
、｢

活
用
す
る｣

段
階
に
お
け
る

｢

辞
書
作
り｣

に
対
し
て
ど
ん
な
辞
書
を
作
り
た
い
か
話
し
合
う
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
単
元
の
学
習
の
見
通
し
を
持
つ
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考
え
な
が
ら
、
意
味
段
落
ご
と
に
小
見
出
し

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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を
付
け
、
学
習
課
題
を
立
て
る
。

○
教
材
文
を
読
み
取
り
、
広
辞
苑
の
特
徴
や
新
村
親
子
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
ま
と
め
る
。

・
国
語
辞
典
と
広
辞
苑
を
比
べ
て
ま
と
め
る
。

(

形
式
段
落
１
〜
４)

・
新
村
親
子
が
辞
苑
改
訂
の
中
で
大
切
に
し
た
こ
と
を
読
み
取
ろ
う
。

(

形
式
段
落
５
〜
11)

・
辞
典
作
り
を
再
開
し
た
時
に
起
き
た
問
題
を
読
み
取
ろ
う
。

(

形
式
段
落
12
〜
19)

・
完
成
し
た
辞
典
の
ど
ん
な
こ
と
を
見
直
し
た
の
だ
ろ
う
。

(

形
式
段
落
20
〜
22)

・

｢

言
葉
の
意
味
を
追
う
仕
事
に
終
わ
り
の
は
な
い｣

に
込
め
ら
れ
た

意
味
を
考
え
よ
う
。

(

形
式
段
落
23
〜
26)

○
各
意
味
段
落
を
お
さ
え
な
が
ら
、
筆
者
の
意
図
や
思
考
を
想
定
し
、
ど

の
よ
う
な
文
章
構
成
を
工
夫
し
、
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
話
し
合
う
。

○
各
一
単
位
時
間
に
お
い
て
、
本
教
材
を
使
っ
て
、｢

活
用
す
る｣

段
階

に
お
け
る
表
現
活
動
を
行
っ
て
み
る
。
ま
た
、
そ
の
方
法
を
身
に
付
け

る
。

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○
教
材
文
か
ら
、
言
葉
の
意
味
を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
文
章
を

探
し
、
説
明
す
る
観
点
を
立
て
る
。(

説
明
す
る
観
点
を
立
て
た
上
で
、

第
１
次
で
説
明
し
た

｢

言
葉｣

に
つ
い
て
再
度
説
明
し
た
文
章
を
書
き

比
べ
、
言
葉
を
説
明
す
る
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
実
感
す
る)

○
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
辞
典
を
作
る
。

・
辞
典
に
の
せ
る
見
出
し
語
を
選
び
、
説
明
す
る
観
点
を
選
ぶ
。

・
説
明
す
る
観
点
を
も
と
に
見
出
し
語
の
説
明
を
考
え
る
。

・
書
い
た
見
出
し
カ
ー
ド
を
読
ん
で
、
説
明
し
た
文
章
を
完
成
す
る
。

・
の
せ
る
順
番
を
決
め
て
○
○
辞
典
を
完
成
す
る
。

・
友
だ
ち
の
辞
典
を
見
て
、
感
想
を
伝
え
合
う
。

○

｢

辞
書
作
り｣

の
言
語
活
動
を
行
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生

活
や
社
会
生
活
の
中
で
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
く
の
か
話
し
合
う
。
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｢

説
明
的
な
文
章｣

で
は
、
文
章
の
表
現
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
短
時
間
で
い

く
つ
か
の

｢

読
み
の
技
術｣

を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
も
の
で
あ
る
。｢

話
題
設

定
の
仕
方｣

｢

文
章
の
構
成｣

｢

記
述
の
工
夫｣

｢

要
旨
の
述
べ
方｣

な
ど
と
い
っ

た
文
章
分
析
法
の
指
導
が
中
心
と
な
る
。

｢

文
学
的
な
文
章｣

で
は
、
作
品
の
表
現
的
特
徴
に
合
わ
せ
て
短
時
間
で
い

く
つ
か
の

｢

読
み
の
技
術｣

を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
も
の
で
あ
る
。｢

反
復
や

対
比
を
と
ら
え
る｣

｢

主
役
と
対
役
を
明
ら
か
に
す
る｣

｢

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は

ど
こ
か
を
考
え
る｣

と
い
っ
た
作
品
分
析
法
の
指
導
が
中
心
と
な
る
。

【
説
明
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考
え
る
。

○
各
段
落
ご
と
に
要
約
し
な
が
ら
、
事
実
と
意
見
を
確
認
し
、
信
憑
性
を

考
え
る
。
そ
の
際
、
文
章
の
表
現
的
特
徴
、
例
え
ば
、｢

話
題
設
定
の

仕
方｣

｢

接
続
語｣

｢

文
末
表
現｣

な
ど
に
目
を
向
け
る
。

○
文
章
の
表
現
的
特
徴
に
対
し
て
、
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
話
合
い
の
場

で
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
た
後
、
批
評
文
を
書
く
。

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。

谷 正勝・菅 邦男���
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第
３
次

活
用
す
る

○
副
教
材

(

類
似
教
材
な
ど)

を
用
い
て
、
文
章
分
析
を
行
い
、
全
体
の

場
で
発
表
し
合
う
。
発
表
し
あ
っ
た
後
は
、
聞
き
手
の
意
見
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
教
材
に
対
す
る
批
評
文
を
書
く
。

【
文
学
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
題
材
・
教
材
に
対
す
る
意
識
付
け
を
行
う
。

○
本
学
習
に
対
す
る
課
題
を
も
た
せ
る
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
、
学
習
課
題
の
設
定
を
行
う
。

第
２
次

習
得
す
る

○
文
章
全
体
の
流
れ

(

文
章
構
成)
を
考
え
る
。

○
場
面
ご
と
に
事
件
、
登
場
人
物
、
主
題
と
の
関
わ
り
な
ど
を
お
さ
え
る
。

そ
の
際
、
作
品
の
表
現
的
特
徴
、
例
え
ば
、｢

場
面
設
定
の
仕
方｣

｢

登

場
人
物
の
関
係｣

｢

様
子
や
登
場
人
物
の
気
持
ち
の
表
現
の
仕
方｣

な

ど
に
目
を
向
け
る
。

○
作
品
の
表
現
的
特
徴
に
対
し
て
、
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
話
し
合
い
の

場
で
友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
た
後
、
批
評
文
を
書
く
。

○
文
章
全
体
を
見
通
し
て
主
題
を
考
え
話
し
合
う
。

第
３
次

活
用
す
る

○
副
教
材

(

類
似
教
材
な
ど)

を
用
い
て
、
作
品
分
析
を
行
い
、
全
体
の

場
で
発
表
し
合
う
。
発
表
し
あ
っ
た
後
は
、
聞
き
手
の
意
見
を
参
考
に

し
な
が
ら
、
教
材
に
対
す
る
批
評
文
を
書
く
。

《
説
明
的
な
文
章
の

｢

言
語
技
術
型｣

授
業
実
践
例
》

・
教
材
名

｢

百
年
前
の
未
来
予
測｣

(

東
京
書
籍)

・
教
材
に
つ
い
て
…
本
教
材
は
、
一
九
〇
一
年
に
報
知
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記

事
を
参
考
に
し
て
教
材
化
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
そ
の
記
事
は
、
世
の
中
の
技

術
進
歩
に
目
を
向
け
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
未
来
予
測
を
し
的
中
さ
せ
て
い
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
教
材
文
は
、
筆
者
が
そ
の
記
事
を
基
に
、
根
拠
が
あ
っ
た

こ
と
を
説
明
し
記
事
が
的
中
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
づ
け
て
い
る
文
章
で
あ
る
。

加
え
て
、
未
来
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
進
歩
に
よ
る
利
点
だ
け
で
な
く
そ

れ
に
伴
う
問
題
点
の
両
面
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
も
述
べ

て
い
る
文
章
で
あ
る
。
文
章
の
構
成
と
し
て
は
、
典
型
的
な

｢

序
論
・
本
論
・

結
論｣

の
３
つ
か
ら
構
成
さ
れ
読
み
取
り
や
す
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
序
論

で
は
読
者
に
対
し
て

｢

話
題
提
起｣

、
本
論
で
は
段
落
ご
と
に
例
が
示
さ
れ
、

結
論
で
は
読
者
へ
の
問
題
提
起
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
特

徴
的
な
こ
と
は
、
本
論(

形
式
段
落
③
〜
⑬)

の
中
で
、
⑪
の
形
式
段
落
だ
け

未
来
予
測
の
見
方
を
変
え
た
例
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
⑫
・
⑬
の
形
式
段

落
に
は
筆
者
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

本
学
習
を
通
し
て
、｢

文
章
の
構
成｣

｢

話
題
提
起
と
問
題
提
起
の
仕
方｣

｢

記
述
の
工
夫｣

｢

筆
者
の
考
え
の
述
べ
方｣

な
ど
の
視
点
で
文
章
を
分
析
す
る

知
識
・
技
能
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
い
。
ま
た
、
児
童
に
も
未

来
を
予
測
し
自
分
な
り
の
未
来
に
対
す
る
考
え
を
持
た
せ
る
こ
と
は
、
卒
業
を

間
近
に
控
え
た
こ
の
期
の
児
童
に
と
っ
て
大
変
意
義
深
い
。

【
説
明
的
な
文
章
】

第
１
次

課
題
を
も
つ

○
自
分
た
ち
の
未
来
に
つ
い
て
、
考
え
た
こ
と
を
発
表
し
合
う
。

○
全
文
を
読
ん
で
感
想
を
も
ち
感
想
を
発
表
し
合
っ
た
後
、
学
習
課
題
の

計
画
を
す
る
。

第
２
次

習
得
す
る

○
既
習
事
項(

説
明
的
な
文
章
の
典
型
型
と
し
て｢

序
論
・
本
論
・
結
論｣

が
あ
る)

を
生
か
し
、
自
分
た
ち
の
力
で
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
考

え
て
み
る
。

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して
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○
各
段
落
ご
と
に
要
約
し
な
が
ら
、
事
実

(

記
事)

と
根
拠
を
確
認
し
、

信
憑
性
を
考
え
る
。
そ
の
際
、
例
え
ば
、｢

話
題
設
定
の
仕
方｣

｢

記
述

の
工
夫｣

｢

筆
者
の
考
え
の
述
べ
方｣

｢

問
題
提
起
の
仕
方｣

｢

接
続
語｣

｢

文
末
表
現｣

な
ど
に
目
を
向
け
る
。

《
序
論
》
①
〜
②

・
話
題
提
起

《
本
論
》
③
〜
⑪

・

｢

無
線
電
信
お
よ
び
電
話｣

(

形
式
段
落
③
④)

・

｢

遠
き
ょ
り
の
写
真｣

(

形
式
段
落
⑤)

・

｢

自
動
車
の
世｣

(
形
式
段
落
⑥)

・

｢

鉄
道
の
速
力｣

(
形
式
段
落
⑦
⑧)

・
そ
の
他
の
予
測

(

形
式
段
落
⑨)

・
18
項
目
の
予
測
が
的
中
し
た
理
由

(

形
式
段
落
⑩)

・
的
中
し
た
予
測
に
含
ま
れ
て
い
る
問
題

(

形
式
段
落
⑪)

・
筆
者
の
意
見

(

形
式
段
落
⑫
⑬)

《
結
論
》
⑭

・
問
題
提
起

○
文
章
全
体
の
要
旨
を
考
え
話
し
合
う
。

○
文
章
の
表
現
的
特
徴
に
対
し
て
、
自
分
の
考
え
を
も
ち
話
合
い
の
場
で

友
だ
ち
の
考
え
を
聞
い
た
後
、
批
評
文
を
書
く
。

第
３
次

活
用
す
る

○
第
一
次
で
予
測
し
た
自
分
の
未
来
が
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
調
べ
さ

せ
る
。
ま
た
、
調
べ
た
こ
と
を
文
章
に
書
き
発
表
し
合
い
、
互
い
の
意

見
を
話
し
合
う

○
教
科
書
教
材
の
原
文
で
あ
る

｢

二
十
世
紀
の
予
言｣

を
読
み
、
教
材
に

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
と
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
項
目
の
比

較
を
行
っ
た
り
、
文
章
全
体
の
文
章
構
成
を
分
析
を
行
っ
た
り
す
る
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	

○
成
果

・
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

か
ら
国
語
科
教
育
を
み
る
こ
と
で
、
改
善

へ
の
重
要
事
項
を
洗
い
出
す
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
か
ら
の
国
語
科
授
業
へ

の
改
善
・
工
夫
に
お
け
る
事
項
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

・
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

｢

国
語
編｣

を
詳
解
し
、
こ
れ
か
ら
の

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
国
語
科
授
業
を
工
夫
改
善
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

・

｢

読
む
こ
と｣

領
域
に
お
け
る
授
業
の
類
型
化
を
行
っ
た
こ
と
で
、｢

読

む
こ
と｣

領
域
指
導
に
お
い
て
軽
重
の
あ
る
授
業
を
展
開
で
き
る
柱
立
て

が
で
き
た
。

●
課
題

・
新
学
習
指
導
要
領

｢

総
則
編｣

｢

国
語
編｣

の
改
善
へ
の
重
要
事
項
を
実

践
し
、
さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
く
。

・
授
業
の
類
型
化
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
型
の
授
業
を
実
践
し
、
児
童
の
様

子
や
身
に
つ
け
た
い
力
の
定
着
の
変
容
を
評
価
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
工
夫

改
善
を
重
ね
て
い
く
。

・
国
語
科
に
お
い
て
身
に
付
け
た
能
力
が
他
教
科
・
他
領
域
に
ど
の
よ
う
に

生
か
さ
れ
て
い
る
か
、
児
童
の
様
子
か
ら
評
価
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
工

夫
改
善
を
行
っ
て
い
く
。
ま
た
、
国
語
科
で
身
に
付
け
た
能
力
を
発
揮
で

き
る
よ
う
に
、
意
図
的
・
計
画
的
に
他
教
科
や
他
領
域
、
学
校
生
活
の
場

と
関
連
付
け
て
い
く
。

谷 正勝・菅 邦男���
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○
小
学
校
学
習
指
導
要
領

総
則
編

平
成
20
年
８
月

(

文
部
科
学
省)

○
小
学
校
学
習
指
導
要
領

国
語
編

平
成
20
年
８
月

(

文
部
科
学
省)

○
教
育
情
報
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー

｢

過
去
の
学
習
指
導
要
領｣

(

Ｕ
Ｒ
Ｌ

�
���

����
�
�
��
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○
小
学
校
学
習
指
導
要
領
新
旧
比
較
対
照
表

日
本
教
材
シ
ス
テ
ム

(

教
育
出
版)

○
小
学
校

学
習
指
導
要
領
の
解
説
と
展
開

国
語
編

安
彦

忠
彦

監
修

(

教
育
出
版)

○
読
解
力
向
上
プ
ロ
グ
ラ
ム
(

文
部
科
学
省)

○
ひ
ゅ
う
が
学
校
教
育
プ
ラ
ン

(

日
向
市
教
育
委
員
会)

○
第
50
回
九
州
小
学
校
国
語
教
育
研
究
大
会
熊
本
大
会

大
会
紀
要

(

九
州
小
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会
・
熊
本
県
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会)

○
第
49
回
九
州
小
学
校
国
語
教
育
研
究
大
会
宮
崎
大
会

大
会
紀
要

(

九
州
小
学
校
国
語
教
育
研
究
協
議
会
・
宮
崎
県
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会)

○
第
33
回
宮
崎
県
小
学
校
国
語
教
育
研
究
大
会

日
向
地
区
大
会
大
会
紀
要

(

宮
崎
県
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会
・
日
向
市
小
学
校
教
育
研
究
会
国
語
部
会)

○

｢

活
用
型｣

学
習
の
授
業
モ
デ
ル

大
熊

徹

編
著

(

明
治
図
書)

○
読
解
力
を
高
め
る
学
習
指
導
の
工
夫

白
石

範
孝
・
桂

聖

監
修

(
東
洋
館
出
版
社)

○
活
用
力
を
つ
け
る
国
語
科
授
業
の
改
善

吉
永

幸
司

著
(

明
治
図
書)

○
豊
か
な
言
語
活
動
で
読
解
力
を
育
て
る

横
浜
市
小
学
校
国
語
教
育
研
究
会

著

(

東
洋
館
出
版
社)

○
論
理
的
な
記
述
力
の
開
発
に
挑
む

国
語
教
育
研
究
所

編

(

明
治
図
書)

○
新
学
習
指
導
要
領
を
み
す
え
た
新
し
い
国
語
授
業
の
提
案

科
学
的

『

読
み』

の
授
業
研
究
会

編

(

学
文
社)

○
国
語
教
師
の
力
量
を
高
め
る

�

発
問
・
評
価
・
文
章
分
析
の
基
礎

井
上

尚
美

著

(

明
治
図
書)

○
新
版

小
学
校

国
語
科
教
育
研
究全

国
大
学
国
語
教
育
学
会

編

(

学
芸
図
書)

○
月
刊｢

国
語
教
育｣

(

２
０
０
１

６
月
号)

特
集｢

文
学
の
授
業
改
善
の
視
点｣

鶴
田
清
司

(

都
留
文
科
大
学
教
授)

○
現
代
教
育
科
学

(

№
２
３
３)

竹
中
輝
夫

(

明
治
図
書)

○

｢

小
学
校

文
学
作
品
の
授
業

基
礎
編｣

(

２
０
０
０
／
６
／
20)

川
野
理
夫

(

え
み
ー
る
書
房)

�
�
�
	

こ
の
６
ヶ
月
間
の
派
遣
研
修
は
、
言
葉
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の
充
実

感
が
あ
っ
た
。
国
語
科
の
研
究
に
対
し
て
じ
っ
く
り
と
考
え
る
時
間
が
こ
れ
ま

で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
学
の
図
書
館
な
ど
に
お
い
て
、
国
語
科
研
究
に

関
わ
る
文
献
を
読
み
、
様
々
な
指
導
方
法
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
私
の
こ
れ
か

ら
の
国
語
の
指
導
の
幅
が
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
新
学
習
指
導
要
領

も
細
部
に
わ
た
り
読
め
た
こ
と
で
、
新
学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
て
い
る
国

語
科
教
育
を
言
及
で
き
る
自
信
も
つ
い
て
き
た
。

こ
れ
か
ら
、
現
場
へ
戻
り
、
こ
の
研
修
で
得
た
こ
と
を
、
自
分
自
身
の
国
語

の
授
業
に
生
か
す
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
、
勤
務
校
の
先
生
方
に
も
還
元
し
て
い

き
た
い
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
宮
崎
大
学
の
先
生
方
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
そ
し
て
、
指
導
教
官
で
あ
る
菅
先
生
に
は
ご
多
忙
の
中
、
ご
指
導
い
た

だ
き
感
謝
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

(

二
〇
一
〇
年
四
月
二
〇
日
受
理)

���
新学習指導要領に基づく国語科学習指導の在り方
｢読むこと｣ 領域における指導の展開を通して




