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国
語
科
教
育
の
必
要
性
と
意
義

国
語
科
教
育
の
日
標
と
内
容

〓
一　
　
国
語
科
の
教
育
課
程

四

子
ど
も
の
発
言
を
生
か
し
た
板
書
の
し
か
た

五

場
面
の
読
み
取
り
を
大
切
に
す
る
物
語
の
授
業
・

七九
　
　
討
論
や
発
表
を
楽
し
む
授
業

一
〇
　
漢
字
指
導
は
国
語
科
指
導
の

ハ一
一　
字
の
形
と
書
く
速
さ
を
意
識
す
る
書
写
の
授
業
・

一
一
一　
個
人
差
へ
の
対
応
と
机
間
巡
視

一
〓
一　
先
生
の
言
葉
遣
い

一
四

一
五

ま
と
め

理
科
や
社
会
科
に
な
ら
な
い
た
め
の
説
明
文
の
授
業
…
…
２
８

書
け
な
い
子
で
も
書
け
る
よ
う
に
す
る
作
文
の
授
業
…
…
３
１

声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
授
業
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３
５

○
国
語
科
授
業
づ
く
り
の
た
め
の
十
箇
条

○
教
材
文

「じ
ど
う
車
く
ら
べ
」

○
教
材
文

「よ
か
っ
た
な
あ
」

○

「よ
か
っ
た
な
あ
」
参
考
資
料

○
国
語
科
学
習
指
導
案
例

「ふ
し
ぎ
」

○
評
価
規
準

・
評
価
方
法
の
参
考
資
料

○
教
材
研
究
シ
ー
ト

（詩

・
短
歌

・
俳
句
）
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５
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６

「
い
ろ
は
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…
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○
新
学
習
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要
領

（国
語
科
）

学
ん
だ
実
感
を
味
わ
わ
せ
る
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
評
価
…
‥
５
４

○
国
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科
学
習
指
導
案
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書
き
方
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指
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書
き
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国
語
科
教
育
の
必
要
性
と
意
義

キ
ー
ワ
ー
ド
　

‥
　
一言
葉
の
力
、
学
習
指
導
要
領
（解
説
）
、
基
礎

・

基
本

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

シ
ラ
バ
ス
を
読
み
、
疑
問
点
な
ど
を
ま
と
め
て
お
く
。

言
葉
の
正
し
さ
と
ふ
さ
わ
し
さ
に
つ
い
て
、
考
え
を
ま
と
め
て
お

く
。
↓

「あ
り
の
行
列
」

（三
年
）
を
例
に

あ
り
の
行
列
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
滝
哲

也

夏
に
な
る
と
、
度
の
す
み
な
ど
で
、
あ
り
の
行
列
を
よ
く
見

か
け
ま
す
。
そ
の

行
列
は
、
あ
り
の
巣

か
ら
、
４ヽ
さ
の
あ
る
所
ま
で
、
ず
っ
と
つ
つ
い
て
い
ま
す
。
あ
り

は
、
も
の
が
よ
く
見
え
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、
あ
り
の
行
列
が
で
き
る
の

で
し
ょ
つ
か
。

ア
メ
リ
カ
に
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
と
い
つ
学
者

が
い
ま
す
。
ヽ
」の
人
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な

し
っ
け
ん
を
し
て
、
あ
り
の
様
子
を
か
ん
さ
つ
し
ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
あ
り
の
巣

か
ら
夕
し
は
な
れ
た
所
に
、
ひ
と
つ
ま
み
の
さ
と
う
を

お
き
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
一
ぴ
き
の
あ
り
が
、
そ
の
さ
と
う
を
見
つ
け

ま
し
た
。
・
れヽ
は
、
えヽ
さ
を
さ
が
す
た
め
に
、
外
に
出
て
い
た
は
た
ち
き
あ
り
で

す
。
あ
り
は
、
や
が
て
、
巣

に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
巣
の
中
か
ら
、
た

く
さ
ん
の
は
た
ら
き
あ
り
が
、
つ
き
つ
ぎ
と
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
列
を
作
っ

て
、
さ
と
う
の
所
ま
で
行
き
ま
し
た
。
い
し
ぎ
な
こ
と
に
、
そ
の
行

列
は
、
は
じ
め

の
あ
り
が
巣
に
帰
る
と
き
に
通
っ
た
道
す

じ
か
ら
、
外
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

つ
ぎ
に
、
一
あ

道
す
し
に
大
き
な
石
を
お
い
て
、
あ
り
の
行
く
手
を
さ
え
ぎ
っ
て

み
ま
し
た
。
す
る
と
、
あ
り
の
行
列
は
、
石
の
所
で
み
だ
れ
て
、
ち

り
ぢ
り
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
、
一
び
き
の
あ
り
が
、
石
の
ど
こ
う
が
わ
に
道
の
つ

づ
き
を
見
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
と
う
に
む
か
っ
て
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ

の
う
ち

に
、
ほ
か
の
あ
り
た
ち
も
、
一
ぴ
き

二
ひ
き
と
邁
を
見
つ
け
て
歩
き
だ
Ｌ

ま
し
た
。
ま
た
だ
ん
だ
ん
に
、
あ
り
の
行

列
が
で
き
て
い
き
ま
し
た
。
目
的

地
に

着
く
と
、
あ
り
は
、
さ
と
う
の
？
か
を
持
っ
て
、
巣

に
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
帰
る
と

さ
も
、
行
列
の
道
す
じ
は
か
わ
り
ま
せ
ん
。
あ
り
の
行
列
は
、
さ
と
う
の
か
た
ま

り
が
な
く
な
る
ま
で
つ
．つ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
か
ん
さ
つ
か
ら
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
、
は
た
ち
き
あ
り
が
、
地
面
に
何
か

道
Ｌ
る
．へ
に
な
る
も
の
を
つ
け
て
お
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
、
は
た
ら
き
あ
り
の
体
の
仕
組
み
を
、
細
か
に
研
究

し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
あ
り
は
、
お
し
り
の
所
か
ら
、
と
く
，へ
つ
の
え
き
を
出

す
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
に
お
い
の
あ
る
、
し
ま
つ
は
つ
し
や
す
ヽ
ヽ
、
え

き
で
す
。

こ
の
研
究
か
ら
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
は
、
あ
り
の
行
列
の
で
き
る
わ
け
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

は
た
ら
き
あ
り
は
、
えヽ
さ
を
見
つ
け
る
と
、
道
し
る
べ
と
し
て
、
地
面
に
ヽ
あ

え

き
を
つ
け
な
が
ら
帰
る
の
で
す
。
ほ
か
の
は
た
ら
き
あ
り
た
ち
は
、
そ
の
に
お
い
を

か
い
で
、
に
お
い
に
そ
っ
て
歩
い
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
は
た
ら
き
あ
り
た
ち

も
、
え
さ
を
持
っ
て
帰
る
と
き
に
、
同
じ
よ
う
に
、
４ヽ
き
を
地
面
に
つ
け
な
が
ら

歩
く
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
えヽ
さ
が
多
い
ほ
ど
、
に
お
い
が
強
く
な
り
ま
す
。

「
あ

よ
う
に
、
に
お
い
を
た
ど
っ
て
、
えヽ
さ
の
所
へ
行
っ
た
り
、
巣
に
帰
っ
た
り
す

る
の
で
、
あ
り
の
行
列
が
で
き
る
と
で
つ
わ
け
で
す
。

一
あ

え
キ
あ

に
お
い
は
、
あ
り
の
し
ゅ
る
い
に
よ
っ
て
ち
が
う
こ
と
も
分
か
り
ま

し
た
。
そ
れ
で
、
ち
が
っ
た
し
ゅ
る
い
の
あ
り
の
道
じ
る
べ
が
交
わ
っ
て
い
て
も
、
け
っ

し
て
ま
よ
う
こ
と
な
く
、
一何
列
が
つ
．つ
い
て
い
く
の
で
す
。

一　

言
葉

・
文
学
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義

２

）
言
葉
と
人
間

人
間
の
一
大
特
徴
は
、
言
語
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。　
一
日
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
言
語
に
よ
っ
て
人
間
形
成

が
図
ら
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
社
会

（共
同
体
↓

家
庭

・
学
校

・
地
域
な
ど
）
か
ら
隔
離
さ
れ
た
り
孤
立
し
た
り
し

て
い
る
場
合
に
は
、
言
葉
の
習
得
は
十
分
に
で
き
な
い
。

言
葉
と
い
う
も
の
が
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
現
在
も
使
わ
れ
続

け
て
い
る
。
地
球
上
に
人
間
が
た
っ
た
ひ
と
り
し
か
い
な
か
つ
た

ら
、
言
葉
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
人
間



社
会
が
営
ま
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
言
葉
が
自
然
に
発
生
し
た
の

で
あ
る
。

（注
Ｙ

基
礎

・
基
本

国
語
科
に
お
け
る
基
礎

・
基
本
は
何
か
と
い
う
議
論
が
度
々
こ

れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
。

，
コ
ヽ
で
、
そ
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。

国
語
科
と
い
う
教
科
の
中
で
も
、
例
え
ば

「漢
字
」
は
基
礎
と
呼

べ
る
も
の
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
。
漢
字
は
、
覚
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
覚
え
て
お
く
と
便
利
な
、
一言
葉
の
重
要
な
知
識
で
あ
る
。

一
方
、
国
語
科
の
基
本
は
、
言
葉
、
こ
の
場
合
は
漢
字
を

〈実

際
の
場
で
使
う
力
〉
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
漢
字
を
覚
え
る
こ

と
が
基
礎
だ
と
し
て
、
国
語
科
の
基
本
は
、

〈様
々
な
漢
字
を
使

い
、
書
く
、
あ
る
い
は
読
め
る
〉
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
基
礎
は
、
国
語
科
の
内
で
専
門
的
に
扱
わ
れ
、
揺
る
ぎ

な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
教
科
内
で
完
結
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
国
語
科
の
基
本
で
あ
る
と
い
う
場
合
は
、
上
記
の

力
が
動
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
指
す
。
国
語
科
の
外
で
も

生
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
教
科
の
学
習
を
進
め
る

た
め
に
、
き
わ
め
て
必
要
な
技
能
と
な
っ
て
い
く
。

全
０
こ
と
ば
の
機
能

①
伝
達

（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
し
て
の
機
能

指
示

・
要
求

（欲
求
）

・
依
頼
、
さ
ら
に
は
意
思

・
知
識

・

思
想
等
を
お
互
い
に
伝
え
合

っ
て
、
人
間
社
会
は
営
ま
れ
る
。

②
認
識

・
思
考
と
し
て
の
機
能

言
葉
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語

（日
本
語

・

英
語

・
仏
語

。
独
語
等
）
に
よ
る
認
識
様
式
を
学
び
、
ま
た
そ

の
認
識
様
式
を
上
台
と
し
て
、
自
分
自
身
の

「物
の
見
方

・
考

え
方
」
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

認
識

・
思
考
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
心
に
刻
ま
れ
、
次
の
行
動

に
生
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
生
き
物
を
飼
い
、
観
察
し
、
記
録

を
文
章
で
書
く
こ
と
。
そ
こ
で
、
経
験
し
た
こ
と
が
、
対
象
の

見
方
と
い
う
形
で
心
に
蓄
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
対
象
を
、

す
で
に
持

っ
て
い
る
そ
の
他
の
対
象
と
結
び
つ
け
、
考
え
方
を

深
め
て
い
け
る
。
そ
れ
が
、
認
識
を
深
め
る
こ
と
で
あ
る
。
生

き
物
を
飼
う
こ
と
で
、
そ
の
生
き
物
に
対
す
る
興
味
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
日
の
天
気
や
気
温
に
つ
い
て
も
記
す
よ
う
に
な
る
。

徐
々
に
日
の
向
け
方
が
広
く
な

っ
て
い
く
。
可
愛
い
、
大
切
に

し
た
い
と
い
う
気
持
ち
つ
い
て
も
表
そ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

考
え
た
こ
と
な
ど
も
ど
ん
ど
ん
書
く
よ
う
に
な
り
、
認
識
は
深

ま

っ
て
い
く
。

③
感
情
の
喚
起
と
整
序

（き
ち
ん
と
順
序
立
て
る
こ
と
）
と
し
て

の
機
能

人
間
は
、
直
接
体
験
し
な
く
て
も
、
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
す

る
だ
け
で
、
涙
を
流
し
た
り
、
共
感

・
共
鳴
し
た
り
す
る
。
人

間
は
、
欲
求
や
感
情
を
巧
み
に
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
感
情
に
秩
序
を
与
え
、
秩
序
だ
っ
た
行
動
を
共
有
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

④
言
語
文
化
の
創
造
と
享
受
と
し
て
の
機
能

人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
共
同
体
社
会
に
お
い
て
、
価
値

あ
る
も
の
と
し
て
、
と
き
に
は
規
範
的
な
も
の
と
し
て
、
言
語

に
よ
る
文
化
を
共
有
し
て
い
る
。
言
語
行
動
様
式
も
そ
の

一
つ

で
あ
る
が
、
言
語
文
化
の
典
型
は
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

た
言
語
作
品
で
あ
る
。

Ｔ
Ｏ
文
学
を
学
ぶ
こ
と

一
日
に
文
学
と
い
っ
て
も
、
詩

・
俳
句

・
短
歌

・
小
説
等
多
数

で
あ
る
が
、
人
間
が
文
学
を
求
め
る
原
点
は
、
感
動
の
共
有
に
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。
文
学
を
読
み
、
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

読
み
手
の
生
き
る
姿
を
多
様
に
し
、
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ

ウハ″
。

（注
）
文
学
…
感
情

・
思
想
を
言
語

。
文
字
で
表
現
し
た
芸
術
作
品
。

詩
歌

。
小
説

・
戯
山

・
随
筆

・
評
論
な
ど
。
文
芸
。
広
く
は
、
学

問
、
学
芸
、
詩
文
に
関
す
る
学
術
を
言
う
。



一
一　
国
語
教
育
と
国
語
科
教
育

２

）
国
語
教
育

我
が
国
の
場
合
、

「国
語
教
育
」
と
い
う
言
葉
は
、　
一
般
に
、

日
本
人
に
対
す
る
日
本
語
の
教
育
を
指
し
て
言
う
。
つ
ま
り
、
日

本
人
に
と
っ
て
の
母
語
の
教
育
の
こ
と
で
あ
る
。

含
０
国
語
科
教
育
…
教
科
と
し
て
の

「国
語
」
の
教
育

「国
語
教
育
」
と
い
う
語
は
、

「国
語
」
と
い
う
教
科
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
語
科
に
と
ど
ま
ら
ず
、
慣
用

と
し
て
、
他
教
科
や
学
校
生
活
全
体
、
さ
ら
に
は
社
会
教
育

・
生

涯
教
育
に
お
け
る
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
母
語
＝
日
本
語
の
教
育

を
意
味
し
て
き
た
。

「国
語
科
教
育
」
は
、

「学
校
教
育
法
施
行
規
則
」

「同
別
表
」

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た

「国
語
」
と
い
う
教
科
に
お
け
る

「国
語

教
育
」
を
さ
す
学
校
教
育
用
語
で
あ
る
。

「国
語
」
の
力
と
は
、

「話
す

・
聞
く
力
」

「書
く
力
」

「読

む
力
」

「言
葉
に
関
す
る
知
識
」
な
ど
を
指
す
。
こ
れ
を
身
に
つ

け
る
に
は
、
学
校
で
の
学
習
と
日
常
生
活
で
の
活
用
と
の
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
状
態
が
理
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「国
語
」
の

力
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
に
は
、
自
分
の
言
葉
の
使
い
方

を
自
覚
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
意
図
的

・
計
画
的

に
言
葉
の
自
党
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
「国
語
」
の
学
習
と
、

そ
れ
を
教
え
る
た
め
の
教
育
環
境
が
大
切
と
な
る
。

国
語
科
と
い
う
教
科
の
時
間
と
、
そ
の
他
の
教
科
の
時
間
の
関

係
に
も
日
を
向
け
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、
算
数
科
、
理
科
、
社
会

科
の
場
合
は
、
教
科
書
に
載

っ
て
い
る
知
識
や
方
法
を
習
得
す
る

こ
と
に
な
る
。
国
語
科
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
理
解
が

最
終
目
的
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
理
解
の
過
程
の
中
で
、

言
葉
の
学
習

。
言
葉
の
使
い
方
を
学
ぶ
こ
と
が
大
切
な
目
的
な
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
言
語
感
覚
を
養

つ
た
り
、
掴
ん
だ
こ
と
を

表
現
し
た
り
す
る
力
、
伝
え
合
う
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
等
が
め

ざ
さ
れ
て
い
く
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
く
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

□

　

国
語
科
教
育
の
目
標
と
内
容

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
日
標
、
内
容
、
国
語
科
改
訂
の
要
点
、
四
十
五

分
間
の
構
成
、
指
導
計
画
、
学
習
指
導
案

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

四
十
五
分
間
と
い
う
時
間
感
覚
に
つ
い
て
、
考
え
を
ま
と
め
て
お

く
。
↓

「お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
」

（
一
年
）
を
例
に

一
時
間
の
授
業
を
、
は
じ
め

。
な
か

。
お
わ
り
と
い
う
構
成
で
組

み
立
て
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
持

っ
て
く
る
と
よ
い
か
。

自
分
の
経
験
や
図
書
館
資
料
の
調
査
な
ど
を
も
と
に
、
ま
と
め
て

お
く
。

お
む
す
び
こ
ろ
り
ん

む
か
し
む
か
し
の
は
な
し
た
よ
。

や
ま
の
は
た
け
を
た
が
や
し
て
、

お
な
か
が
す
い
た
お
し
い
さ
ん
。

そ
ろ
そ
ろ
お
ど
す
び
た
べ
よ
う
か
。

つ
つ
み
を
ひ
ろ
げ
た
そ
の
と
た
ん
、

お
ど
す
び
ひ
と
？

ろヽ
が
っ
て
、

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん
か
け
だ
し
た
。

ま
て
ま
て
ま
て
と
お
し
い
さ
ん
、

お
い
か
け
て
い
っ
た
ら
お
む
す
び
は
、

は
た
け
の
す
み
の
あ
な
の
な
か
、

す
っ
と
ん
と
ん
と
と
び
こ
ん
だ
。



の
ぞ
い
て
み
た
が
ま
っ
く
ら
で
、

み
み
を
あ
て
た
ら
き
―

え
た
よ
。

お
ど
す
び
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

こ
れ
は
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
。

ふ
た
つ
め
こ
ろ
ん
と
こ
ろ
が
す

と
、

き
こ
え
る
き
こ
え
る
お
な
し
う
た
。

お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

お
な
か
が
す
い
て
る
こ
と
な
ん
か
、

わ
す

れ
て
し
ま
っ
た
お
し
い
さ
ん
。

う
た
に
あ
わ
せ
て
お
ど
り
だ
す
。

お
む
す
び
一
ろヽ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

と
う
と
う
あ
し
を
す
ヽ
ら
せ
て
、

し
ぶ
ん
も
あ
な
へ
す
っ
と
ん
と
ん
、

ね
ず
み
の
お
う
ち
に
と
び
こ
ん
だ
。

お
じ
い
さ
ん
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

お
む
す
び
た
く
さ
ん
あ
り
が
と
う
。

お
い
し
い

ちヽ
そ
う
さ
あ
ど
う
ぞ
。

ね
ず
み
の
お
ど
り
を
み
て
く
だ
さ
い
。

お
れ
い
に
ヽ
ら

ち
を
あ
げ
ま
し
ょ
つ
。

お
れ
い
つ

づヽ
ち

を
て
に
も
っ
て
、

お
う
ち

に
か
え
っ
て
お
ば
あ
さ
ん
と
、

お
ど
つ
た
お
ど
つ
た
す
つ
と
ん
と
ん
。

ヽ
ら

ち

を
ふ
り
ふ
り
す
っ
と
ん
と
ん
。

す
る
と
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

一
う

ち

を
ふ
る
た
び
、
あ
れ
あ
れ
あ
れ
、

し
ろ
い
お
こ
め
が
ざ
あ
ら
ざ
ら
。

さ
ん
の

ばヽ
ん
が
ざ
っ
く
ざ
く
。

そ
れ
か
ら
ふ
た
り
は
い
つ
ま
で
も
、

な
か
よ
く
た
の
し
く
く
ら
し
た
よ
。

お
む
す
び
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

こ
ろ
こ
ろ
こ
ろ
り
ん
す
っ
と
ん
と
ん
。

一　

国
語
科
教
育
の
目
標

小
学
校
の
国
語
科
教
育
の
日
標
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「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
。
」
（
「小
学
校
学
習
指
導
要
領

第
２
章
第
１
節

国
語
」
よ
り
）

日
標
達
成
の
た
め
に
は
、
言
語
活
動
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。
ま
た
、
話
す
こ
と

・
聞
く
こ
と
、
書
く
こ
と
、
読
む
こ
と
の
各

領
域
の
関
連
を
図
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
国
語
科
の
道
具
教
科
と
し
て

の
側
面
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
他
の
教
科

・
領
域
と
の
関
連
、
と
り
わ

け
総
合
的
な
学
習
の
時
間
と
の
関
連
を
図
る
こ
と
も
、
国
語
科
の
日
標

達
成
の
た
め
に
は
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

一
一　
国
語
科
教
育
の
内
容

国
語
科
の
位
置
づ
け
を
見
て
み
よ
う
。
国
語
科
教
育
に
関
わ
る
法
制

的
基
準
と
し
て
、

「日
本
国
憲
法
」

「教
育
基
本
法
」
及
び

「学
校
教

育
法
施
行
規
則
」

（第
２
章

小
学
校

。
第
２
節

教
科

。
第
２
４
条

「小

学
校
の
教
育
課
程
の
編
成
」
な
ど
）
は
当
然
と
し
て
、

「小
学
校
学
習

指
導
要
領
」

（第
１
章

総
則
、
第
２
章
第
１
節

国
語
）
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

領
域
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

「小
学
校
学
習
指
導
要
領
」
の

場
合
、

「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
」
と
い
う
３
領
域

・

１
事
項
で
あ
る
。



さ
ら
に
、
国
語
科
の
授
業
と
教
材
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
国
語
科

の
授
業
を
行
う
場
合
、
少
な
く
と
も
①
学
習
者
、
②
教
師

（国
語
科
教

師
）
、
③
目
標
及
び
教
育
課
程
、
④
国
語
科
教
材
、
⑤
指
導
過
程
の
五

項
目
の
構
成
要
素
を
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。

④
の
国
語
科
教
材
は
、
国
語
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
国
語
を
尊
重

す
る
態
度
を
育
て
る
の
に
役
立
つ
こ
と
や
、
伝
え
合
う
力
、
思
考
力
や

想
像
力
及
び
言
語
感
覚
を
養
う
の
に
役
立
つ
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、

「学
習
指
導
要
領
　
国
語
編
」
の

「第
３
　
指
導
計
画
の
作
成
と
各
学

年
に
わ
た
る
内
容
の
取
扱
い
」
に
示
さ
れ
た
観
点
を
大
切
に
し
、
選
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
今
日
、
③
目
標
及
び
教
育
課

程
、
⑤
指
導
過
程
の
設
計
に
当
た
つ
て
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
育

成
も
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
と
な
っ
て
き
た
。

〈補
足
〉
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
と
は
、
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

（教
材
本
文
）
を
理
解
し
、
利
用
し
、
熟
考
す
る
能
力

を
指
す
。

そ
の
特
徴
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

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
は
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
。

な
お
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
伸
張
す
る
た
め
に
各
学
校
で
求
め
ら

れ
る
改
善
の
具
体
的
な
方
向
と
し
て
、
三
つ
の
重
点
目
標
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
文
部
科
学
省
か
ら
の
要
請
で
あ
る
。

「ア
　
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
」
、

「イ
　
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
」
、

「ウ
　
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
」
で
あ
る
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
く
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

国
語
科
の
教
育
課
程

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
た
し
か
め
発
間
、　
つ
っ
こ
み
発
間
、
指
示
、
音

読

・
範
読
、
評
価
規
準

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

発
間
は
ヒ
ン
ト
の
出
し
方
が
大
切
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え

を
ま
と
め
て
お
く
。
↓

「サ
ク
ラ
ソ
ウ
と
ト
ラ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
」

（五
年
）
を
例
に

次
の
授
業
の
流
れ
を
た
ど
つ
て
み
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
師
の
言
葉
は
①
主
発
間
、
②
補
助
発
間
、
③
指
示
、
④
助
言
、

⑤
評
価
の
ど
れ
に
あ
た
る
か
考
え
、
ア
～
力
に
入
れ
て
み
よ
う
。

（解
答
は
第
二
回
の
最
後
に
示
し
て
あ
る
の
で
、
後
か
ら
答
え
合

わ
せ
を
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、
発
間
に
つ
い
て
文
献
等
で
調
べ
、

ま
と
め
て
お
く
よ
う
に
し
よ
う
。
）

Ｔ
ｌ
　
今
日
は
み
ん
な
で
、
こ
の

「サ
ク
ラ
ソ
ウ
と
ト
ラ
マ
ル
ハ
ナ
バ

チ
」
の
文
章
構
成
を
つ
か
み
ま
し
ょ
う
。

↓
本
時
の
学
習
の
ね
ら
い
と
す
る
こ
と
に
直
結
し
た
問
い
か
け

で
あ
り
、

（ア
）
と
い
え
る
。

Ｔ
２
　
段
落
ご
と
に
主
に
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
整
理
す

る
と
、
構
成
が
わ
か
り
そ
う
で
す
ね
。



↓
主
発
間
を
解
決
す
る
た
め
に
学
習
段
階
を
細
か
く
し
て
、
活

動
し
や
す
く
し
た
問
い
か
け
で
あ
り
、

（イ
）
に
あ
た
る
。

Ｔ
３
　
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
番
号
を
つ
け
て
お
く
と
便
利
で
す
か
ら
、

段
落
に
番
号
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

↓
主
発
間
解
決
の
た
め
の
具
体
的
方
法
で
、
補
助
発
間
を
達
成

す
る
た
め
に

（ウ
）
し
て
い
る
。

Ｔ
４
　

，
ヽ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
作
業
を
し
ま
し
よ
う
。

↓
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
配
付
の
後
、

（
工
）
し
て
い
る
。

Ｃ
ｌ
　
先
生
、
２
段
落
は
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
と
ト
ラ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
の
両

方
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
っ
ち
に
つ
い
て
の
段
落
で
す
か
？

Ｔ
５
　
一
）
の
段
落
は
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
と
ト
ラ
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
の
ど
ち
ら

の
こ
と
に
つ
い
て
、
よ
り
く
わ
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
か
？

↓

一
人

一
人
の
学
習
の
状
況
や
子
ど
も
の
問
い
か
け
に
応
じ
て

教
師
が
声
か
け
を
し
て
い
る
も
の
で
、

（オ
）
と
言
わ
れ
る
。

多
く
は
個
別
に
さ
れ
る
が
、
時
に
全
体
指
導
の
場
で
も
行
わ

れ
る
。

Ｃ
２
　
僕
は
、
２
段
落
が
、
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
段

落
だ
っ
て
わ
か
つ
た
よ
。

Ｔ
６
　
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
は
立
派
で
す
ね
。
で
は
、

サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
ど
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
か
。

↓
※
Ｔ
５

（オ
）
に
同
じ
。

Ｃ
３
　
受
粉
を
す
る
の
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
だ
か
ら
、
３
段
落
は
、
サ
ク
ラ

ソ
ウ
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
の
か
な
。

Ｔ
７
　
こ
こ
に

「受
粉
の
仲
立
ち
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ

れ
は
サ
ク
ラ
ソ
ウ
の
こ
と
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
ト
ラ
マ
ル
ハ
ナ

バ
チ
の
こ
と
？

↓
※
Ｔ
５

（オ
）
に
同
じ
。

Ｔ
８
　
み
な
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
の
内
容
を
と
て
も
上
手
に
ま
と

め
た
の
で
、
文
章
全
体
の
構
成
を
し
つ
か
り
と
把
握
す
る
準
備
が

完
了
し
ま
し
た
。
次
の
時
間
は
、
こ
の
文
章
構
成
の
特
徴
を
考
え

て
み
ま
し
ょ
う
。

↓
本
時
の
学
習
の

（力
）
と
な
る
言
葉
で
、
個
々
の
学
習
を
認

め
、
価
値
づ
け
を
す
る
大
切
な
言
葉
か
け
で
あ
る
。
ま
た
、
次
時

へ
の
意
欲
に
も
つ
な
が
る
。

一　

発
間
と
は

授
業
中
に
教
師
が
、
児
童
の
思
考
を
ゆ
さ
ぶ
る
た
め
に
問
い
か
け
る

こ
と
を

「発
問
」
と
呼
ぶ
。
発
間
の
う
ま
い
教
師
は
、
子
ど
も
の
考
え

を
巧
み
に
引
き
出
す
。
多
く
の
子
ど
も
か
ら
多
様
な
答
え
を
引
き
出
し
、

そ
れ
ら
の
考
え
を
つ
な
げ
た
り
、
討
論
さ
せ
た
り
、
新
た
な
考
え
に
導

い
た
り
す
る
。
発
間
が
面
白
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
意
欲
も
向
上
し
、
授

業
も
盛
り
上
が
る
。

一
一　
授
業
の
最
初
の
方
で

授
業
の
最
初
に
は
、
今
か
ら
学
習
す
る
場
面

（ペ
ー
ジ
）
や
学
習
の

め
あ
て
を
確
認
す
る
の
が
普
通
。

例
え
ば
、

「昨
日
は
○
ペ
ー
ジ
の
○
行
日
か
ら
の
場
面
を
勉
強
し
ま

し
た
ね
」
と
か
、

「前
の
時
間
は
主
人
公
の
考
え
を
知
る
た
め
に
会
話

文
に
注
目
し
て
読
み
ま
し
た
ね
」
と
か
。
悪
く
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う

な
繰
り
返
し
だ
け
で
は
マ
ン
ネ
リ
化
し
、
子
ど
も
の
意
欲
が
高
ま
ら
な

い
。
も
っ
と
工
夫
が
必
要
。

ち
ょ
っ
と
上
を
行
く
発
間
と
す
る
た
め
に
、

「で
は
、
前
の
時
間
に

学
習
し
た
の
は
ど
の
場
面
で
し
た
か
？
」
と
問
い
か
け
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。

「え
―
つ
と
、
こ
の
場
面
だ
っ
た
と
思
う
な
あ
」
と
か

「確
か
、

主
人
公
が
○
○
す
る
場
面
で
し
た
」
の
よ
う
に
子
ど
も
の
思
考
が
刺
激

さ
れ
、
必
然
的
に
会
話
が
生
ま
れ
る
。

ま
た
、

「前
の
時
間
に
主
人
公
の
会
話
に
注
目
し
た
の
は
、
何
の
た

め
か
な
？
」
と
問
う
こ
と
に
よ
つ
て
、

「主
人
公
の
心
情
の
変
化
を
読

み
取
る
た
め
で
す
」
の
よ
う
な
答
を
引
き
出
し
、
学
習
の
め
あ
て
を
確

認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
発
間
を

「た
し
か
め
発
問
」
と
呼

ぶ
。



先
ほ
ど
の
予
習
で
あ
っ
た

「主
発
問
」

「補
助
発
問
」
と
い
っ
た
分

け
方
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

「た
し
か
め
発
問
」
そ
し
て
後
に
出
て

く
る

「
つ
つ
こ
み
発
問
」
と
い
っ
た
分
け
方
も
あ
る
。

〓
一　
授
業
の

「
こ
こ
ぞ
」
と
い
う
場
面
で

授
業
中
の
山
場
や
、
こ
こ
ぞ
と
い
う
場
面
で
子
ど
も
た
ち
に
じ
つ
く

り
と
考
え
さ
せ
た
い
と
き
、
つ
ま
り
授
業
に
深
ま
り
を
持
た
せ
た
い
と

き
に
使
う
発
間
を

「
つ
つ
こ
み
発
間
」
と
呼
ぶ
。
実
例
に
即
し
て
考
え

て
み
よ
う
。
杉
み
き
子
作

「わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」

（光
村
図
書
五

年
）
の
あ
る
シ
ー
ン
で
あ
る
。

〈資
料
①
参
照
〉

少
し
く
ら
い
格
好
が
悪
く
て
も
、
は
く
人
が
は
き
や
す
い
よ
う
に
、

あ
つ
た
か
い
よ
う
に
、
少
し
で
も
長
持
ち
す
る
よ
う
に
と
、
心
を
こ
め

て
、
し
っ
か
り
し
つ
か
り
、
わ
ら
を
編
ん
で
い
き
ま
し
た
。

【
発
問
１
】

「お
み
つ
さ
ん
が
、
わ
ら
ぐ
つ
を
編
む
と
き
、
ど
ん
な
こ

と
に
気
を
付
け
た
で
し
ょ
う
？
」

こ
の
発
問
１
を
し
た
場
合
、
何
と
か
答
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
本

文
中
に

「気
を
付
け
た
」
と
い
う
語
句
が
な
い
た
め
に
、
困
る
子
ど
も

た
ち
が
出
て
く
る
。
せ
い
ぜ
い
、

「心
を
こ
め
て
編
み
ま
し
た
」
、

「し

つ
か
り
わ
ら
を
編
み
ま
し
た
」
と
い
う
答
え
が
返
る
程
度
で
あ
ろ
う
。

【発
問
２
】

「お
み
つ
さ
ん
は
、
ど
ん
な
わ
ら
ぐ
つ
に
仕
上
げ
た
い
と

思
つ
て
い
ま
す
か
？
」

こ
の
発
問
２
を
し
た
場
合
、
本
文
中
の
語
句
を
使
っ
て

「は
く
人
が

は
き
や
す
い
わ
ら
ぐ
つ
で
す
」

「は
く
人
が
温
か
い
わ
ら
ぐ
つ
で
す
」

「少
し
で
も
長
持
ち
す
る
わ
ら
ぐ
つ
で
す
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
発
問
２
】
の
よ
う
に
、
本
文
中
の
言
葉
を
使

っ
て
答
え
る
こ
と
の
で

き
る
問
い
を
考
え
る
こ
と
が
教
師
の
技
術
で
あ
ろ
う
。
叙
述
に
即
し
て

心
情
を
読
み
取
ら
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
っ
こ
み
発
間
に
よ
つ
て
子
ど
も
の
読
み
を
引
き
出
す
こ
と
に
成
功

し
た
ら
、
次
の
段
階
で
は
考
え
を
ま
と
め
る
た
め
の
発
間
を
す
る
。

【
発
問
３
】

「お
み
つ
さ
ん
が
わ
ら
ぐ
つ
に
込
め
た
思
い
と
は
ど
ん
な

も
の
で
し
ょ
う
。　
一
文
に
ま
と
め
な
さ
い
」

こ
の
よ
う
に
発
問
し
、
先
ほ
ど
得
た
考
え
を

一
文
に
ま
と
め
る
活
動

に
入
ら
せ
る
。

「は
き
や
す
く
、
温
か
く
て
、
じ
よ
う
ぶ
な
わ
ら
ぐ
つ

を
つ
く
り
た
い
と
い
う
思
い
」

「買
っ
て
く
れ
る
人
の
た
め
に
心
を
こ

め
て
つ
く
り
た
い
」
な
ど
の

一
文
が
出
て
く
る
。
主
人
公
で
あ
る
お
み

つ
さ
ん
の
わ
ら
ぐ
つ
づ
く
り
に
対
す
る
思
い
や
、
優
し
い
人
柄
が
だ
ん

だ
ん
と
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

四
　
国
語
科
の
教
育
課
程
と
は

上
記
の
教
科
の
一
部
分
で
あ
る
国
語
科
に
関
す
る
教
育
課
程
が
、
こ

こ
で
言
う
国
語
科
の
教
育
課
程
で
あ
る
。

意
味
す
る
も
の
は
、

「国
語
科
の
教
育
日
標
を
効
果
的
に
実
現
す
る

た
め
に
、
事
前
に
計
画
さ
れ
る
計
画
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
学
校

が
、
不
断
に
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

五
　
教
育
課
程
に
影
響
力
を
持
つ
も
の

そ
れ
は
、
や
は
り

「学
習
指
導
要
領
」
を
お
い
て
他
に
は
な
い
、
と

一言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

現
行
版
は
、
平
成
二
〇
年
二
月
に
告
示
さ
れ
た
。
時
代
が
求
め
る
学

力
は
、
こ
れ
ま
で
の

「覚
え
る
」
と
い
う
学
力
か
ら
、

「考
え
る
」
と

い
う
学
力
に
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型

「読
解
力
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
知
識

の
習
得
と
再
生
と
い
う
学
力
か
ら
、

「受
信
↓
思
考
↓
発
信
」
と
い
う

プ

ロ
セ
ス
の
中
に
存
在
す
る
学
力

へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
学
力
が
、
受
容
を
中
心
に
育
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
の

転
換
に
他
な
ら
な
い
。

国
語
科
に
お
い
て
は
、
´ヽ
れ
ま
で
、
例
え
ば
読
む
こ
と
の
指
導
で
は
、

素
材
中
心
に
い
わ
ゆ
る
読
解
を
徹
底
的
に
行

っ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
、

「学
習
指
導
要
領
」
に
示
さ
れ
た

「内
容
」

（指
導
事
項
）
を
、
学
力

と
し
て
い
か
に
育
成
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
よ
う



に
な
る
。

「付
け
た
い
力
」
と
か

「育
成
す
べ
き
学
力
」
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
状
況
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

上
記
の
学
力
育
成
は
、

「付
け
た
い
力
↓
評
価
規
準
↓
評
価
方
法
↓

学
習
活
動
↓
教
材
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
素
材
中
心
や
児
童
の
学
習

活
動
中
心
の
授
業
を
見
直
し
、
授
業
を
通
し
て
学
力
を
育
成
す
る
教
育

課
程
の
充
実
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
多
く
の
国
語
料
の
授
業
は
、
１
時
間
を
単
位
と
し
て
行

わ
れ
、
授
業
研
究
に
お
い
て
も
そ
の
対
象
は
、
１
時
間
と
す
る
こ
と
が

多
く
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
１
時
間
を
単
位
と
し
た
も
の
で
は
、

育
成
す
べ
き
学
力
の
一
部
し
か
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
教
材
や
単
元

全
体
を
通
し
て
育
成
す
べ
き
学
力
を
明
確
に
位
置
付
け
て
い
く
姿
勢
が

求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
教
育
課
程
の
編
成

を
、
学
校
ご
と
に
、
児
童
の
実
態
に
合
っ
た
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
時
代
状
況
と
な
っ
た
。

□

　

予
習
問
題
の
正
解

ア
①
　
イ
②
　
ウ
③
　
工
③
　
オ
④
　
力
⑤

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
お
く
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

発
展
学
習
を
し
よ
う

例

「わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」

…
た
し
か
め
発
間

。
つ
っ
こ
み
発
間
の

一
例

◇
た
し
か
め
発
問

お
み
つ
さ
ん
が

「村
中
の
人
た
ち
か
ら
好
か
れ
て
」
い
た
の
は
、

ど
こ
か
ら
わ
か
り
ま
す
か
。

反
応
例
　
△
特
別
に
美
し
い
か
ら
大
人
気
、
な
ど

○
体
が
じ
ょ
う
ぶ
で
、
気
だ
て
が
や
さ
し
く
て
、
い

つ
も
ほ
が
ら
か
に
く
る
く
る
と
働
い
て
い
た
か
ら

◆
つ
っ
こ
み
発
問

「く
る
く
る
と
働
」
く
ほ
ど
働
き
者
だ
と
い
う
こ
と
は
、
何
洲

引
わ
か
り
ま
す
か
。

△
た
く
さ
ん
わ
ら
ぐ
つ
を
作
る
か
ら
な
ど

○

「あ
か
ぎ
れ
の
指
」

↑
　
さ
ら
に
、
次
の
発
問
も
ワ
ン
セ
ツ
ト
に
し

て
い
く

何
を
し
て
、
ど
の
よ
う
に
働
く
と
、
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

‥
こ
の
よ
う
に
、
発
間
を
打
ち
重
ね
て
い
く
こ
と
が
で
き
、

子
ど
も
の
読
み
取
り
が
深
ま
る
。

◎
み
な
さ
ん
も
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
ん
ど
ん
考
え
て
い
き
ま
し
よ

一
「^
´
。



〈資
料
①
〉
「わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
光
村
図
書
５
年

わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様

雪
が
し
ん
し
ん
と
ふ
っ
て
い
ま
す
。

マ
サ
エ
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
こ
た
つ
に
当
た
り
な
が
ら
、
本
を
読
ん
て

い
ま

し

た

。
今
夜
は
、
お
父
さ
ん
は
と
ま
り
書
で
帰
っ
て
き
ま
せ
ん
。
お
ふ
ろ
好
き
の
お
し
い
ち
ゃ
ん
は

「
こ
の
大
ふ

の
に
―
―
］
と
、
み
ん
な
に
笑
わ
れ
な
が
ら
、
さ
っ
き
お
ふ
ろ
星
さ
ん
へ
出
か
け
て

い
き
ま
し
た
。
あ
と
は
、
お
母
さ
ん
が
台
所
で
夕
ご
餞
の
後
か
た
づ
け
を
し
て
い
る
音
が
聞
こ
え

る
だ
け
で
、
辺
り
は
と
て
も
静
か
で
す
。

風
が
出
て
き
た
ら
し
く
、
ま
ど
の
し
ょ
う
し
が
カ
タ
カ
タ
と
鳴
り
ま
し
た
。
雪
が
サ
ラ
サ
ラ
と

雨
戸
に
当
た

っ
て
は
落
ち
て
い
き
ま
す
。

マ
サ
ェ
は
　
、
と
思

い
出
し
て
、
台
所
の
お
母
さ
ん
を
よ
び
ま
し
た
。

お
母
さ
ん
、
わ
た
し
の
ス
キ
ー
ぐ
つ
、
か
わ

い
て
る
。
あ
し
た
、
学
校
で
ス
キ
ー
の
日
だ
よ
．

お
母
さ
ん
が
、
水
音
を
立
て
な
が
ら
答
え
ま
し
た
。

「お
や
、
あ
し
た
だ

っ
た
の
。
そ
れ
し
ゃ
、
も
う

一
度
鬼
て
ご
ら
ん
。
さ
っ
き
、
新
関
紙
を
丸
め
て

入
れ
と
い
た
か
ら
、
あ
ら
か
た
か
わ
い
た
と
足
う
け
ど
」。

マ
サ
エ
は
夕
方
ま
で
、
友
逮
と
近
く
の
お
か
て
ス
キ
ー
を
し
て
い
ま
し
た
。
今
日
は

一
度
し
か

転
ば
な
か

っ
た
の
で
、
ス
キ
ー
ぐ

つ
も
ズ
ボ
ン
も
、
そ
ん
な
に
ぬ
れ
な

い
つ
も
り
で
し
た
か
、

帰

っ
て
き
て
み
た
ら
、
や
っ
ば
り
い
つ
も
の
よ
う
に
ぐ

ぅ
し
ょ
り
に
な

っ
て
い
た
の
で
す
。

「か
わ
い
て
る
と
い
い
け
ど
な
。
あ
ん
な
に
お
そ
く
ま
で
、
す
べ
っ
″、な
き
ゃ
よ
か
っ
た
い

マ
サ
ェ
は
、
独
つ
て
そ
ん
な
こ
と
を
言

い
な
が
ら
台
所

へ
か
け
て
い
っ
て
、
し
き
い
に
立
て
か
け

て
あ
る
ス
キ
ー
ぐ
っ
か
ら
　
し
め
っ
ば

い
新
聞
紙
の
工
を
二
つ
六
つ
取
り
出
し
て
、
手
を

つ
っ
こ

ん
で
み
ま
し
た
。
く
つ
の
中
は
し
わ
り
と
０
た
く
て
、
せ
な
か
ま
で
ふ
る

ぅ
と
な
り
そ
う
で
す
。

＾
う
へ
え
、
冷
た
あ
い
。
お
を
さ
ん
、
ど
う
す
る
う
」。

「新
し
い
新
聞
紙
と
か
え
て
ご
ら
ん
。
ひ
も
の
と
こ
ろ
も
　
し

っ
か
り
く
る
む
よ
う
に
し
て
ね
。

あ
し
た
ま
で
に
は
　
な
ん
と
か
か
わ
く
だ
ろ
い

「か
わ
く
か
な
あ
。
な
ん
だ
か
、
ま
だ
び
し
よ
び
し
よ
み
た
い
だ
よ
］

す
る
と
、
本
の
間
の
こ
た

つ
か
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
口
を
出
し
ま
し
た
。

お吋
鮮
鮮
嘗
一磁
嘩
け̈
は
Ｆ
餞
」っだた】
」。

大
き
す
ぎ
て
、
金
具
に
は
ま
ら
ん
わ
」。

マ
サ
エ
は
、
大
き
な
声
て
言

い
な
が
ら
、
た
ん
す
の
そ
ば
に
■
ね
て
あ
る
新
聞
紙
を
取

っ
て
き
て
、

く
る
く
る
た
め
て
は
、
せ
ぅ
せ
と
ス
キ
ー
ぐ
つ
の
中
に
つ
め
こ
み
ま
し
た
。
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
力
を

入
れ
て
お
し
こ
こ
と
、
ぬ
れ
た
ビ
ニ
ル
友
が
ぼ

っ
こ
り
と
ヽ
く
ら
ん
で
、
ま
だ
い
く
ら
で
も
入
り

そ
う
で
す
。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
、
ま
た
言

い
ま
し
た
。

一
そ
う
い
つ
た
も
ん
で
も
な
い
き
。
わ
ら
ぐ

つ
は

い
い
も
ん
だ
。
あ

っ
た
か

い
し
、
軽

い
し
、

す
べ
ら
ん
し
。
そ
う
そ
う
、
そ
れ
に
、
わ
ら
ぐ
つ
の
中
に
は
神
様
が
い
な
さ
る
で
ね
」。

杉

み
き
子

●

〓
丼

健

“

「わ
ら
ぐ
つ
の
中
に
、
袢
様
だ

っ
て
い

マ
サ
エ
は
、
新
聞
鉄
の
工
を
す

っ
か
り
つ
め
こ
ん
で
し
ま
っ
て
、

こ
た
つ
へ
も
ど

っ
て
き
ま
し
た
。
ぬ
れ
た
物
を

い
し

っ
た
手
が
、

つ
う
ん
と
こ
お
り
そ
う
で
す
。

「そ
ん
な
の
ど
倍
て
し
ょ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
ｐ

「
お
や
お
や
、
な
に
が
迷
信
な
も
ん
か
ね
。
工
真
工
銘
、
ほ
ん
と
の

話
だ
よ
い

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
真
面
日
な
顔
に
な

っ
て
、
眼
境
を
外
し
ま
し
た
。

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
ひ
と
つ
、
わ
ら
ぐ

つ
の
話
を
し
て
や
る
か
ね
。

わ
ら
ぐ
つ
の
中
に
神
様
の
い
な

っ
た
話
を
ね
」。

そ
こ
へ
、
お
母
さ
ん
も
台
所
を
す
ま
せ
て
、
赤
く
な

っ
た
手
を

ふ
き
ヽ
き
、
こ
た
つ
へ
入
っ
て
き
ま
し
た
。

「ど
れ
ど
れ
、
わ
た
し
も
聞
か
せ
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
―
―

そ
う
い
え
ば
、
お
し
い
ち
ゃ
ん
は
、
お
ふ
ろ
お
そ

い
ゎ
ね
。
混
ん

さ
■
基
昼
零

ル 'ヽ
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―
ャ「

『
―
ル
ー

で
る
の
か
し
ら
中

「な
あ
に
、
お
し
い
ち
ゃ
ん
は
昔
か
ら
長
汚
が
好
き
て
ね
。
混
も
う
と
混
む
ま
い
と
、
ゆ
っ
く
り

楽
し
ん
で
な
る
の
さ
。
し
ゃ
あ
、
話
そ
う
か
ね
］

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
そ
う
言
っ
て
、
雪
の
音
に
ち
ょ
ぅ
と
耳
を
す
ま
し
て
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
始
め

ま

し

た

。

―
―
せ
、
こ
の
近
く
の
村
に
、
お
み
つ
さ
ん
と
い
う
む
す
め
か
住
ん
で

い
ま
し
た
。
お
み
つ
さ
ん

は
、
特
別
美
し
い
む
す
め
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
体
が
し
ょ
う
ふ
で
、
気
立

て
が
や
さ
し
く
て
、　
い
つ
も
ほ
が
ら
か
に
く
る
く
る
と
働

い
て
い
た
の
で
、
村
中
の
人
た
ち
か
ら

好
か
れ
て
い
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
お
み
つ
さ
ん
が
　
あ
る
秋
の
朝
、
町
の
朝
市
へ
　
野
菜
を
売
り
に
出
か
け
ま
し
た
。

も
う
本
が
近
い
の
で
、
す
れ
ち
ケ
う
人
た
ち
も
、
な
ん
だ
か
気
ぜ
わ
し
そ
う
に
前
か
が
み
に
な
っ
て

，

い
て
い
き
ま
す
。
お
み
つ
さ
ん
の
足
も
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
た
よ
う
に
自
然
と
逹
く
な
り
ま
し
た
。

町
へ
入
る
と
す
ぐ
の
四
つ
角
に
、
げ
た
屋
さ
ん
が
あ

っ
て
、
大
き
な
け
た
の
形
を
し
た
、
す
す

け
た
看
板
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
前
を
追
る
と

き
　
お
み
つ
さ
ん
は
ヽ
と
足
を
上
め
ま
し
た
。

人
リ
ロ
近
く
の
そ
の
上
に
、
か
わ

い
ら
し

い
雪

げ
た
が

一
足
か
ざ

っ
て
ぁ
る
の
が
日
に
つ
い
た

の
で
す
。

白

い
、
軽
そ
う
な
台

に
、
ば

ぅ
と
明
る

い

オ
レ
ン
ジ
色
の
は
な
お
。
上
品
な
、
く
す
ん
だ

キ

い
色
の
つ
ま
皮
は
、
Ｒ

い
ふ

っ
さ
り
と
し
た

毛
皮

の
ふ
ち
取
り
て

か
ざ
ら
れ
て

い
ま
す
。

見
た
だ
け
で
、
わ
か

い
む
す
め
さ
ん
の
、
は
な

や
か
な
本
の
よ
そ
お

い
が
　
日
の
前
に
う
か
ん

で
く
る
よ
う
で
す
。

お
み
つ
さ
ん
は
、
そ
の
彗
げ
た
が
ほ
し
く
て

た
ま
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
「
で
も
　
き

ぅ
と

高

い
ん
だ
ろ
う
な
」。

う
ら
返
し
に
な

っ
て
い
る
ね
だ
ん
の
札
を
、
あ
か
ぎ
れ
の
指
で
そ

ぅ
と
め
く

っ
て
み
る
と
、

超

っ
た
と
お
り
、
と
て
も
と
て
も
、
お
み
つ
さ
ん
の
こ
う
か
い
で
■
え
る
ね
だ
ん
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
「負
け
て
く
れ
と
言

ぅ
た

ぅ
て
、
と
て
も
た
め
だ
ろ
う
し
ね
え
―
―
¨

お
み
つ
さ
ん
は
　
し
ば
ら
く
そ
こ
に
立

っ
て
　
す
い
付
け
ら
れ
た
よ
う
に
そ
の
雪
げ
た
を
な
が

め
て
い
ま
し
た
。

「
い
ら

ぅ
し
ゃ
い
。
何
を
あ
げ
ま
す
か
い
ね
」。

お
お
つ
さ
ん
が
あ
ん
〓
”
長

い
こ
と
立
ぅ
て
い
た
の
で
、
店
の
お
く
か
ら
お
か
み
さ
ん
が
出
て

き
て
声
を
か
け
ま
し
た
。
お
み
つ
さ
ん
は
、
真

ぅ
ホ
に
な

っ
て
、　
口
の
中
で
何
か
も
ご
も
ご
言

い

な
が
ら
、
に
げ
る
よ
う
に
店
の
前
を
は
な
れ
ま
し
た
。

け
れ
ど
も
、
市
で
野
菜
を
売

っ
て
い
る
間
も
、
あ
の
雪
げ
た
の
こ
と
が
　
お
＾
つ
さ
ん
の
頭
を

は
な
れ
ま
せ
ん
。　
い
つ
も
は
、
余
計
な
物
な
ど
　
ほ
し
い
と
足

っ
た
こ
と
の
な
い
お
み
つ
さ
ん
な

の
に
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、
こ
の
な
げ
た
ば
か
り
は
　
な
ん
と
し
て
も
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
の

一で
す
。

一　
市
の
帰
り
に
、
お
み
つ
さ
ん
は
、
ま
た
あ
の
店
の
前
を
近
り
ま
し
た
。
他
の
お
事
に
よ
ギ
れヽ
て
、

ち
ら
１
と
日
を
や
る
と
、
キ

い
つ
ま
皮
の
す
げ
た
は
、
朝
と
同
じ
所
に
、
ち
ゃ
ん
と
ぎ
ょ
う
ぎ
よ
く

・
「

な
（
れ
“
い
一
け
げ

買

っ
て
く
だ
さ
い
。
あ
ん
た
が
買

っ
て
く
れ
た
ら
、　
つ
れ
し
い
な
こ。

お
み
つ
さ
ん
に
は
、
雪
げ
た
が
そ
う
よ
び
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

家
に
帰

っ
た
お
み
っ
さ
ん
は
　
思

い
切
っ
て
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
、
雪
げ
た
の
こ
と
を

た
の
ん
で
み
ま
し
た
。

「な
ん
だ
、
雪
げ
た
な
ん
て
。
そ
ん
な
ぜ
い
た
く
な
も
ん
、
わ
ざ
わ
ざ
買
う
こ
と
は
ね
え
だ
ろ
う
」

お
父
さ
ん
は
、
そ
う
言

っ
て
、
相
手
に
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。

「物
ね
だ
り
を
し
た
こ
と
の
な

い
お
み
つ
の
こ
と
だ
か
ら
、
買

っ
て
や
り
た
い
の
は
や
ま
ゃ
ま
だ

け
ど
ね
。
―
―
ま
あ
、
お
ま
え
が
町
へ
よ
め
に
行
く
よ
う
な
こ
と
に
て
も
な
っ
た
ら
ね
―
―
］

お
母
さ
ん
は
、
言
葉
を
に
ご
し
て
い
ま
す
。

「姉
ち
ゃ
ん
が
買
う
ん
な
ら
、
お
ら
に
も
買

っ
て
」。

「き
れ
い
な
Ｆ
げ
た
、
あ
た
い
も
は
い
て
み
た
い
な
」。

“`

つ

ま

度

蜀
や
ど
ら
ｔ
よ
け
０
た

め
に
　
げ
た
の
っ
口
え

に
付
け
る
ぉ
ぉ

ぃ
．

ゝ
つ
き

り

ふ
‘
ふ
さ
し
て

ぃ
ぅ
檸

子
●
●
ｒ
き

，
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小
さ

い
弟
と
蛛
ナ
わ

い
わ
い
言

い
だ
し
た
の
で
、
お
み
つ
さ
ん
も
、
も
う
自
分
の
ね
だ
「
ご
と

ど
こ
ろ
で
は
な
く
、　
一
生
け
ん
め
い
、
子
ど
も
た
ち
の
な
た
め
役
に
口
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

そ
の
夜
、
お
み
つ
さ
ん
は
考
え
ま
し
た
。
「う
ち
の
く
ら
し
だ

っ
て
、
大
変
な
ん
だ
も
の
。
買

っ

て
も
ら
え
な
い
の
も
無
理
は
な
い
。
そ
う
だ
、
自
分
で
働

い
て
、
お
金
を
作
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
の

書
げ
た
を
買
お
う
」。

お
み
つ
さ
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
わ
ら
ぐ
つ
を
作
る
の
が
上
手
で
し
た
。
お
み
つ
さ
ん
も
、
い
つ
も

そ
れ
を
見
て
い
る
の
で
、
作
り
方
く
ら

い
は
分
か
り
ま
す
。
お
み
つ
さ
ん
は
、
さ

ぅ
そ
く
、
毎
晩
、

家
の
仕
事
を
す
ま
せ
て
か
ら
、
わ
ら
ぐ
つ
作
り
を
始
め
ま
し
た
。

お
父
さ
ん
の
作
る
の
を
見
て
い
る
と
、
た
や
す
く
て
き
る
よ
う
で
す
が
、
自
分
で
や
っ
て
み
る
　
・

‘
、
な
か
な
か
足
う
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
で
も
、
お
み
つ
さ
ん
は
　
夕
し
く
ら

い
格
好
が
建

く
て
も
、
は
く
人
が
は
き
や
す
い
よ
う
に
　
あ

っ
た
か
い
よ
う
に
　
夕
Ｌ
で
も
長
も
ち
す
る
よ
う

に
と
、
ヽ
を
こ
め
て
　
し
ぅ
か
り
し

っ
か
「
、
わ
ら
を
編
ん
で

い
き
ま
し
た
。

さ
て
、
や

っ
と

一
足
作
り
あ
げ
て
み
る
と
、
わ
れ
な
が
ら
　
い
か
に
も
変
な
格
子
ィ
す
。
右
と

を
と
、
大
き
さ
も
ち
が
う
し
、
な
ん
だ
か
首
を
か
し
げ
た
み
た

い

に
、
足
首
の
上
の
と
こ
ろ
が
綸
が
っ
て

い
ま
す
。
底
も
で
こ
ば
こ

し
て

い
て
、
ち

ゃ
ん
と
こ

い
て
も
ふ
ら
ふ
ら
す
る
よ
う
で
す
。

そ
の
代
わ
り
、
上
か
ら

つ
ま
た
ま
で
　
す
き
間
な
く
、
き

っ
ち
り

と
編
み
こ
ま
れ
て
い
て
、
し
ょ
う
、
な
こ
と
は
　
こ
の
う
え
な
し
　
，

で
す
。

¨
そ
ん
な
お
か
し
な
わ
ら
ぐ

つ
が
、
売
れ
る
か

い
な
あ
」。

う
ち
の
人
た
ち
は
そ
う
言

っ
て
　
笑

っ
た
り
ヽ
配
し
た
り
し
ま
し

た
が
、
そ
れ
で
も
お
み

っ
さ
ん
は
、
朝
市
の
立

つ
日
に
な
る
と
、

野
菜
を
入
れ
た
大
か
ご
に
そ
の
わ
ら
ぐ

つ
を
結
び
付
け
て
、
元
気
　
・

よ
く
町

へ
出
て

い
き
ま
し
た
。

げ
た
屋
さ
ん
の
前
を
通
る
と
き
、
積
日
で
見
る
と
　
ぁ
の
雪
げ

た
は
、
ま
た
ち

ゃ
ん
と
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
ぉ
み
つ
さ
ん
は
、

そ
の
彗
げ
た
が
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
び
り
自
分
の
手
の
と
ど
く
と
こ

ろ

へ
由
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
て
　
楽
し
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
ま

ぅ
す
ぐ
に
朝
市

へ
出
て
き
た
お
み

つ
さ
ん
は
　
い
つ
も
の
が
ん
ぎ
の
下
に
、
む

し
ろ
を
広
げ
て
野
菜
を
な
ら

べ
、
そ
の
は
し

っ
こ
に
わ
ら
ぐ
つ
を
こ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
野
菜

を
買

っ
て
く
れ
る
人
が
あ
る
と

「
わ
ら
ぐ

つ
は
ど
う
で
す
ね

」。

と
す
す
め
て
み
る
の
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
な
か
な
か
売
れ
ま
せ
ん
。
く
す
く
す
笑

っ
た
り
、
あ
き

れ
た
原
を
し
た
り
し
て
、

「
い
い
や
、
よ
か

っ
た
で
ね
」。

と
断
る
の
は
ま
た

い
い
ほ
う
で
　
な
か
に
は

一
へ
え
え
　
そ
れ
　
わ
ら
ぐ

つ
か
ね
。
お
ら
ま
た
　
わ
ら
ま
ん
し
っ
う
か
と
足

っ
た
」。

な
ど
と
、
あ
け
す
け
な
こ
と
を
言
う
、
口
の
電

い
人
も

い
ま
す
。
一
や

つ
ば
り
、
わ
た
し
が
作

っ

た
ん
じ
ゃ
　
だ
め
な
の
か
な
あ
」。
お
み
つ
さ
ん
は
か

っ
か
り
し
て
、
不
鮨
工
な
わ
ら
ぐ
つ
を
見

つ

め
ま
し
た
。

や
が
て
　
お
春
一近
く
な

っ
て
、
野
菜
は
ほ
と
ん
ど
売
れ
て
し
ま

っ
た
し
、
あ
き
ら
め
て
も
う
帰

ろ
う
か
と
思

っ
て

い
る
と
、
お
み
つ
さ
ん
の
む
し
ろ
の
前
に
、
わ
か
い
易
の
人
ゲ
立
ち
ま
し
た
。

ど
う
や
ら
大
工
さ
ん
ら
し
く
、　
い
せ
い
の
い
い
ね
し
り
は
ち
ま
き
に
、
大
き
な
道
具
箱
を
か
つ
い

て
い
ま
す
。

「あ
ね
ち
ゃ
、
そ
の
わ
ら
ぐ
つ
、
見
せ
て
く
ん
な
い
」

そ
う
声
を
か
け
ら
れ
る
と
、
お
み
っ
さ
ん
は
　
や
は
り
き
ま
り
が
さ
く
な

っ
て
、

「あ
ん
ま
り
、
み

っ
と
も
よ
く
ね
え
わ
ら
ぐ

つ
て
―
―
。・

と
、
キ
く
な
り
な
が
ら
、
お
ず
お
す
と
わ
ら
ぐ

つ
を
差
し
出
し
ま
し
た
。

わ
か
い
大
工
さ
ん
は
、
逍
具
箱
を
む
し
ろ
の
上
に
置

い
て
、
そ
の
わ
ら
ぐ
つ
を
手
に
取
る
と
、

た
て
に
し
た
り
精
に
し
た
り
し
て
、
し
ば
ら
く
な
ゲ
め
て
か
ら
　
今
度
は
お
み
つ
さ
ん
の
原
を

ま
し
ま
し
と
見
つ
め
ま
し
た
。

「こ
の
わ
ら
ぐ
つ
、
お
ま
ん
が
作
ん
な
つ
た
の
か
ね
。

「
は
あ
、
お
ら
が
作
っ
た
ん
で
す
。
初
め
て
作
っ
た
も
ん
で
、
・つ
ま
く
で
き
ね
か
っ
た
け
ど
―
―
」

「
ふ
う
ん
。
ま
し
　
も
ら
ぅ
と
こ
う
。
い
く
ら
だ
ね
い

大
工
さ
ん
は
お
金
を
は
ら
っ
て
　
わ
ら
ぐ
つ
の
ひ
ｔ
を
慣
れ
た
手
つ
き
で
結
び
合
わ
せ
　
道
具

ゲ

ん

ざ

０
の
二

い
鑢
方
で
　
の

，
の
ひ
さ
し
―
晨
く
出

し
　
そ
の
Ｔ
Ｉ
●
躊
に

す
る
た
め
に
使
わ
れ
て

い
０
本
の
■
■
の
こ
と
．

不

“

エ

慣
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る
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{

箱
と
い
ぅ
し
ょ
に
ひ
ょ
い
と
か

つ
ぐ
と
　
さ

っ
さ

と
行

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

お
み
つ
さ
ん
は
、
初
め
て
わ
ら
ぐ

つ
が
発
れ
た

の
で
　
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
、
わ
か

い
大
エ

さ
ん
を
お
が
み
た

い
よ
う
な
気
か
し
ま
し
た
。

そ
の
人
の
市
の
日
ま
で
に
、
お
み
つ
さ
ん
は

ま
た

一
つ
、
わ
ら
ぐ

つ
を
編
み
あ
げ
ま
し
た
。

前
の
よ
り
は
、　
い
く
ら
か
形
よ
く
で
き
ま
し
た
。

「今
度
も
う
ま
く
売
れ
る
と

い
い
け
ど
―
―
小

お
み

つ
さ
ん
ア
、
わ
ら
ぐ

つ
を
持

っ
て
市
に
出

て
、
こ
の
前
の
よ
う
に
野
菜
と

い
ぅ
し
ょ
に
な
ら

べ
て
お
く
と
、
今
度
は
あ
ま
り
待
た
な

い
う
ち
に

声
を
か
け
ら
れ
ま
し
た
。

「
そ
の
わ
ら
ぐ

つ
　
く
ん
な

い
」。

ひ
ょ
い
と
艤
を
上
〓
て
み
る
と
、
ま
あ
、
ど
う
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
　
こ
の
間
も
わ
ら
ぐ

つ
を
買

っ

て
く
れ
た
　
あ
の
ゎ
か
い
大
工
さ
ん
な
の
で
す
。

お
み
つ
さ
ん
は
お
ど
ろ
き
ま
し
た
が
、
言
わ
れ
る
ま
ま
に
　
ま
た
ゎ
ら
ぐ
つ
を
売

っ
て
、
お
金
を

受
け
取
り
ま
し
た
。

そ
の
人
の
市
の
日
に
も
、
ま
た
ぁ
の
大
工
さ
ん
が
来
て
、
わ
ら
ぐ

つ
を
買

っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
よ
も
、
ま
た
そ
の
人
も
、
お
み
つ
さ
ん
が
市

へ
出
る
た
び
に
、
あ
の
人
工
さ
ん
が
必
ず
や

っ
て

来
て
、
不
格
好
な
わ
ら
ぐ

つ
を
買

っ
て
く
れ
る
の
で
す
。
お
み

つ
さ
ん
は
、
い
つ
の
ま
に
か
　
そ
の

大
工
さ
ん
の
績
を
見
る
の
が
楽
し
み
に
な

っ
て
い
ま
Ｌ
た
が
、
こ
ん
な
に
続
け
て
買

っ
て
く
れ
る

の
が
不
足
議
で
も
あ
る
の
で
、
と
う
と
う
あ
る
日
、
足

い
切

っ
て
た
ず
れ
て
み
ま
し
た
。

「
あ
の
う
、
い
つ
も
買

っ
て
も
ら

っ
て
、
ほ
ん
と
に
あ
り
が
た

い
ん
だ
け
ど

あ
の
、
お
ら
の
作

っ

た
わ
ら
ぐ

つ
、
も
し
か
し
た
ら

す
ぐ

い
た
ん
だ
り
し
て
、
そ
れ
で
、
し
ょ
っ
ち
の
う
質

っ
て
く

ん
な
る
ん
し
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。
も
し

そ
ん
な
ん
だ

っ
た
ら
、
お
ら
、
申
し
わ
け
な
く
て
―
―
］

す
る
と
、
大
工
さ
ん
は
　
に
っ
こ
り
し
て
答
ぇ
ま
し
た
。

「
い
や
あ
　
と
ん
で
も
ね
え
。
お
ま
ん
の
わ
ら
ぐ
つ
は
　
と
て
も
し
ょ
う
ふ
だ
よ
い

「そ
う
で
す
が
あ
。
よ
か
っ
た
。
で
も
、
そ
ん
な
ら
　
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
た
く
さ
ん
―
―
´

す
る
と
、
大
工
さ
ん
は
ち
ょ

っ
と
キ
く
な
り
ま
し
た
。

¨
あ
あ
、
そ
り
ゃ
、
し
ょ
う
ふ
て

い
い
わ
ら
ぐ
つ
た
か
ら
　
仕
事
場
の
仲
間
や
、
近
所
の
人
た
ち

の
分
も
■

っ
て
や

っ
た
ん
だ
よ
。

．
１
あ
、
そ
り
ゃ
ど
う
も
―
―
。
だ
け
ど
、
あ
ん
な
不
格
好
な
わ
ら
ぐ

つ
て
―
―

」。

お
み

つ
さ
ん
が
き
ょ
う
し

ゅ
く
す
る
と
　
大
工
さ
ん
は
、
３
に
真
面
日
な
顔
に
な

っ
て
言

い
ま

し

た

。

「お
れ
は
　
わ
ら
ぐ
つ
を
こ
さ
え
た
こ
と
は
な
い
け
ど
も
、
お
れ
だ
っ
て
職
人
だ
か
ら
、
仕
事
の

よ
し
あ
し
は
分
か
る
つ
も
「
た
。　
い
い
仕
事
っ
て
の
は
　
見
か
け
で
決
ま
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。

使
う
人
の
身
に
な
っ
て
、
使
い
や
オ
く
　
し
ょ
う
ふ
で
長
も
ち
す
る
よ
う
に
作
る
の
が
、
ほ
ん

と
の
い
い
仕
事
っ
て
も
ん
だ
。
お
れ
な
ん
か

ま
た
わ
か
そ
う
だ
け
ど
、
今
に
き
っ
と
、
そ
ん
な

仕
事
の
で
き
る
、　
い
い
大
工
に
な
り
た
い
と
足
っ
て
る
ん
だ
¨

お
み
つ
さ
ん
は
、
こ

っ
く
り
こ

っ
く
り
う
な
す
き
な
が
ら
聞

い
て

い
ま
し
た
。
自
分
と

い
く
ら

も
キ
の
ち
が
わ
な

い
こ
の
大
工
さ
ん
が
、
な
ん
だ

か
と
て
も
た
の
も
し
く
て
、
え
ら

い
人
の
よ
う
な

気
が
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
大
工
さ
ん
は
、　
い
き
な
り
し

ゃ
が

み
こ
ん
で
、
お
み
つ
さ
ん
の
績
を
見

つ
め
な
が
ら

言

い
ま
し
た
。

「
な
あ
　
ぉ
れ
の
う
ち

へ
来
て
く
ん
な
い
か
。
そ

し
て
　
い
つ
ま
で
も
う
ち
に
い
て
　
お
れ
に
わ

ら
ぐ

つ
を
作

っ
て
く
ん
な

い
か
な
い

お
み
つ
さ
ん
は
　
ば
か
ん
と
し
て
、
大
工
さ
ん

の
顔
を
見
ま
し
た
。
そ
し
て
、
し
ば
ら
く
し
て
、

そ
れ
が
　
ぉ
み
つ
さ
ん
に
お
よ
め
に
来
て
く
れ
と

い
う
こ
と
な
ん
だ
と
気
が
つ
く
と
、
自

い
ほ
ぉ
が

夕
境
け
の
ょ
ぅ
に
ホ
く
な
り
ま
し
た
。
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「―
―
そ
れ
か
ら
、
わ
か
い
大
工
さ
ん
は
言

っ
た
の
さ
。
使
う
人
の
身
に
な

っ
て
、
だ
を
こ
め
て

作

っ
た
も
の
に
は
、
神
様
が
入

っ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
ん
だ
。
そ
れ
を
作

っ
た
人
も
、
神
様
と

お
ん
な
し
だ
。
お
ま
ん
が
来
て
く
れ
た
ら

神
様
み
た
い
に
人
事
に
す
る
つ
も
り
だ
よ
、
っ
て
ね
。

ど
う
だ
い
、　
い
い
話
だ
ろ
」。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
そ
う
言

っ
て
お
茶
を
飲
み
ま
し
た
。

「ふ
う
ん
、
そ
い
て
、
お
み
つ
さ
ん
、
そ
の
大
工
さ
ん
の
と
こ
へ
お
よ
め
に
行
っ
た
の
中

マ
サ
エ
が
、
日
を
く
り
く
り
さ
せ
て
き
き
ま
し
た
。

「あ
あ
、
行

っ
た
と
も
さ
」。

「
そ
い
て
、
大
工
さ
ん
、
お
み
つ
さ
ん
の
こ
と
を
、
神
様
み
た
い
に
人
事
に
し
た

・。

「
そ
う
だ
ね
え
、
神
様
と
ま
で
は

い
か
な

い
よ
う
だ

っ
た
け
ど
　
で
も
　
と
て
も
や
さ
し
く
し
て

く
れ
た
よ
」。

「ふ
う
ん
。
し
ゃ
あ
、
お
み
つ
さ
ん
、
幸
せ
に
く
ら
し
た
ん
だ
ね
´

「あ
あ
、
と
っ
て
も
幸
せ
に
く
ら
し
て
る
よ
］

一
く
ら
し
て
る
。
し

ゃ
、
お
み

つ
さ
ん
て
、
ま
だ
生
き
て
る
の

』。

「
生
き
て
る
と
も
ね
」。

「
へ
え
。
ど

こ
に
」。

お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は
、

に
こ
に
こ
笑

っ
て

い
ま
す
。

マ
サ

エ
は

お
母
さ
ん
の
頑
を
見
ま
し
た
。
お
織
さ
ん
も
、
に
こ
に
こ
実

っ
て

い
ま
す
。

「変
な
の
、
教
え
て
く
れ
た
っ
て
い
い
て
し
ょ
」。

そ
こ
で
、
お
母
さ
ん
が
言

い
ま
し
た
。

「
マ
サ
エ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
名
前
、
わ
っ
て
る
で
し
ょ
」。

「う
ん
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
名
前
は
、
出
ロ
ミ
ツ
。
―
―
ぁ

っ
い

マ
サ
ェ
は
、
パ
チ
ン
と
手
を
た
た

い
て
、
日
を
か
ゲ
や
か
せ
〓

し
た
。

「
お
み
つ
さ
ん
て
、
そ
れ
し
ゃ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
こ
と
だ

っ
た

の
。
あ
ら
、
し
ゃ
あ
、
そ
の
大
工
さ
ん
て
、
お
し

い
ち
ゃ
ん
」。

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
う
な
す

い
て
、
お
し
入
れ
の
た
な
の
上
を
指
さ
し
ま
し
た
。

「あ
の
箱
を
持

っ
て
き
て
ご
ら
ん
い

マ
サ
エ
は
、
す
ぐ
ふ
み
台
を
持

っ
て
き
て
、
た
な
の
上
か
ら
、
は
こ
り
だ
ら
け
の
ボ
ー
ル
箱
を

下
ろ
し
て
き
ま
し
た
。
開
け
て
み
る
と
、　
？
「
ん
と
か
び
く
さ
い
に
お
い
が
し
て
、
ホ

い
つ
ま
皮

の
か
か
っ
た
き
れ

い
な
雪
げ
た
が
、
き
ち
ん
と
な
ら
ん
で

い
ま
し
た
。

「あ
ら
、
き
れ
い
た
。
か
わ

い
い
ね
♂

「
こ
の
う
ち

へ
お
よ
め
に
来
る
と
す
ぐ
、
お
し
い
ち
ゃ
ん
が
■

っ
て
く
れ
た
ん
だ
よ
。
だ
け
ど
、

あ
ん
ま
り
う
れ
し
く
て
、
も

っ
た
い
な
く
て
ね
。
な
か
な
か
は
く
気
に
な
れ
な
か
っ
た
。
か
ざ
り

物
し
ゃ
な
い
ん
だ
ぞ

っ
て
　
お
し
い
ち
ゃ
ん
に
笑
わ
れ
た
け
ど
　
そ
の
う
ち
に
そ
の
う
ち
に
と

思
っ
て
い
る
う
ち
に
、
キ
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
ね
。
と
う
と
う
そ
れ
っ
き
り
は
か
す
し
ま
い
さ
］

『ふ
う
ん
。
だ
け
ど
、
お
し
い
ち
ゃ
ん
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
た
め
に
、
せ
ぅ
せ
と
働
い
て
■
っ
て

く
れ
た
ん
だ
か
ら
、
こ
の
雪
げ
た
の
中
に
も
　
神
様
が
い
る
か
も
し
れ
な

い
ね
」。

「
あ
あ
、
き

っ
と

い
な
る
だ
ろ
う
ね
。
だ
か
ら
、
は
け
な
く
な

っ
て
も
、
こ
う
し
て
人
事
に
し
ま

っ

と
く
ん
だ
よ

・．

そ
の
と
き
　
げ
ん
か
ん
の
た
た
き
で
、
カ
ッ
カ

ッ
と
雪
げ

た
の
雪
を
は
ら
う
音
が
し
ま
し
た
。

「
お
や
、
お
し

い
ち

ゃ
ん
の
お
帰
り
だ
よ
い

マ
サ
エ
は
　
オ

い
っ
ま
皮
の
雪
げ
た
を
か
か
え
た
ま
ま
、

「
お
か
え
ん
な
さ
あ

い
」。

と
さ
け
ん
で
　
げ
ん
か
ん

へ
飛
び
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
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子
ど
も
の
発
言
を
生
か
し
た
板
書
の
し
か
た

キ
ー
ヮ
ー
ド
　

‥
　
板
書
、
黒
板
、
電
子
黒
板
、
チ

ョ
ー
ク
の
持
ち

方

・
使
い
方
、
筆
圧
、
板
書
計
画

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

板
書
は
誰
の
た
め
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
考
え
を
ま

と
め
て
お
く
。

次
の
事
例
を
読
ん
で
み
よ
う
。
そ
し
て
、
板
書
で
大
切
な
こ
と
は

何
か
、
ど
ん
ど
ん
見

つ
け
て
ノ
ー
ト
に
記
し
て
お
こ
う
。
ま
た
、

友
だ
ち
と
情
報
交
換
し
て
、
多
様
な
考
え
を
吸
収
し
よ
う
。

「宝
物
を
し
よ
う
か
い
し
よ
う
」

（資
料
②
参
照
↓
次
頁
）
の
事
例

子
ど
も
た
ち
は
、
お
互
い
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
、
と

つ
て
お
き
の

宝
物
に
つ
い
て
、
そ
う
考
え
る
理
由
や
根
拠
、
事
例
等
を
挙
げ
な
が
ら

話
し
た
り
、
聞
い
た
り
す
る
。
更
に
、
相
手
を
意
識
し
た
話
し
方
も
工

夫
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

こ
の
教
材
や
教
師
の
モ
デ
ル
に
よ
り
、
紹
介

の

仕
方
や
話
し
方
の
ポ
イ
ン
ト
を
学
び
、
そ
れ
ら
を
自
分
の
発
表
に
活
用

で
き
る
よ
う
に
指
導
し
た
い
。

授
業
の
展
開
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
進
め
る
こ
と
に
し
た
。

１
　
教
師
自
作

の

「宝
物
の
紹
介
」
を
聞
き
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
と
と
も
に
、
ね
ら
い
を

つ
か
む
。

２
　
こ
れ
ま
で
の
同
様
な
学
習
経
験
を
想
起
し
な
が
ら
、
学
習
の
計
画

を
立
て
る
。

３
　
お
互
い
の
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
ど
ん
な
紹
介

の
仕
方
が
よ
い
の

か
、
教
師
モ
デ

ル
や
教
科
書
の
例
を
も
と
に
出
し
合

い
な
が
ら
大
ま

か
に

つ
か
む
。

４
　
自
分
の
宝
物
の
紹
介
に
向
け
て
、
理
由
や
事
例
な
ど
を
挙
げ
な
が

ら
、
発
表
メ
モ
を

つ
く
る
。

（本
時
）
↓
下
の
板
書
を
注
目
！

５
～
７
　
略

たからものをしょうかいし合って,

おたがいのことをもつと知ろう
【教材名】「たからものをしょうかいしよう」(教育出版3年上)
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〈資
料
②
〉
「宝
物
を
し
よ
う
か
い
し
よ
う
」
教
育
出
版
３
年

た
か
ら

宝

物
を
し
ょ
う
か
い
し
よ
う

こ
れ
は
、
村
上
さ
ん
が
さ

い
し
ょ
に
考
え
た
ス
ピ
ー
チ
で
す
。

わ
た
し
の
宝
物
は
　
こ
の
四
つ
葉
の
ク
ロ
ー

（
―
の
Ｌ
お
り
て
す
。

は
じ
め
に
　
作
り
方
を
話
し
ま
す
。
ま
す
　
お
し
葉
に
す
る
タ
ロ
ー
バ
ー
を
見

つ
け
ま
す
。
そ
し
て
　
二
年
生
の
時
に
や

「
た
よ
う
に
　
数
日
間
　
本
に
は
さ
ん

で
お
き
ま
す
。
お
し
葉
が
で
′
た
ら
　
撃
紙
に
は

っ
て
　
と
う
め
い
な
シ
ー
ル
で

つ
つ
み
ま
す
。
あ
な
を
あ
け
て
　
黄
色
の
り
■
ン
を
つ
け
ま
す
。

つ
ぎ
に
　
宝
物
に
え
ら
ん
た
理
由
で
す
。
そ
れ
は
　
ク
ロ
ー

（
―
を
お
ば
お

村
上
さ
ん
は
、
こ
の
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
前
に
、

「
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
」
を
作

っ
て
、
話
す
こ
と
が
ら

や
組
み
立
て
を
考
え
て
い
ま
し
た
。

村
上
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
①

繊

宝
物
し
ょ
う
か
い
な

の
に
、
こ
れ
て
は
作
リ

方
の
説
明
み
た
い
。

ど
う
し
て
、
し
お
り
が
宮

物
に
な

っ
た
の
か
、
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。

５
ん
Ｌ
Ｏヽ
ウ

富
ル
　
ｔ
カ

四
つ
煮
　
”
●

大

●
人
”
　
′

一
度
　
，

…
＼

村
上
さ
ん
は
　
な
ぜ
こ
れ
が
宝
物
な
の
か

に
、
も
う

一
度
メ
モ
を
作
り
ま
し
た
。
二
つ

が
か
わ

っ
た
か
　
ど
ん
な
と
こ
ろ
が
よ
く
な

村
上
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
メ
モ
②

‐Ｆ‐
壼
物
―
―
し
お
り

‘
・え
ら
ん
だ
理
由

●
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
教
え
て
も
ら

一

一

だ

。

●
自
分
で
作

っ
た
。

こ
作
り
方

・
葉
を
本
に
は
さ
ん
で
お
Ｌ
葉
に
す

ム́つ
。

●
學
紙
に
は
る
。

・
と
う
め
い
な
シ
ー
ル
で

つ
つ
ん
で

あ
な
を
あ
け
　
リ
ボ
ン
を

つ
け
る
。

Ｏ
話
し
方
の
く
ふ
う

●
よ
び
か
け
る
言

い
方
を
す
る
。

●
ビ

っ
さ

い
に
作

っ
て
見
せ
る
。

を
も

う
と
よ
く
わ

か

つ
て
も
ら
え
る
よ
う

の
メ
モ
と

ス
ピ
ー
チ
を
く
ら

べ
て
　
ど

こ

ぅ
た

か
話
し
合

い
ま
し

ょ
う
。

こ
の
し
お
り
が
　
わ
た
し

の
宝
ル
で

す
。

ど
う
」
て
た
と
思

い
ま
す
か
。

理
由

は
　
お
ば

あ
ち

ゃ
ん

に
軟

え
て
も

ら

っ
て
　
自
分
で
作

う
た
か
ら
で
す
。
お
ば

あ
ち

ゃ
ん
に
は
　
ほ
か
に
も
草
花
を

つ
か
う

い
ろ

い
ろ
な
お
そ
び
を
教
え
て
も
ら

い
ま
し

た
。
革
笛
や
　
風
車
な
ど
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
草
協

み
な
さ
ん
は
　
し
お
り
を
作

っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
す
か
。
ち

ょ
っ
と
見
て
く
だ
さ

い
。

ま
す
　
こ
の
よ
う
に
数
日
間
　
辱

い
本
の

間
に
は
さ
ん
で
　
お
し
葉
を
作
り
ま
す
。
こ

　

．

れ
を
　
辱
紙
に
は

っ
て
　
と
う
め
い
な
シ
ー
ル

で

つ
つ
み
　
リ
ボ
ン
を

つ
け
て

で
き
あ
が
り
。

わ
た
し
と

い
ぅ
し

ょ
に
　

い
ろ

い
ろ
な
革

花
で

し
お
り
を
作

っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
自
分

だ
け
の
宝
物
が
　
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

一
分
間
ス
ピ
ー
チ
を
し
よ
う

朝
の
会

な
ど
で
　
み
し
か

い
ス
ピ
ー
チ
を

し
て
み
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
こ
と
を
も

っ
と

み
ん
な
に
知

っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
　
話
の

組
み
立
て
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

［だ
い
の
れ
い
］

●
わ
た
し
の
名
前

●
わ
た
し
の
す
き
な
言
葉

な

と

“害
”
ヽ

ぃ
宝
物
―
ｌ
ｔ
お
――

２
作
り
方

・
葉
を
本
に
は
さ
ん
て
お
Ｌ
章
に
す
る
。

●
旱
紙
に
は
る
。

ｏ
と
う

め

い
な
シ
ｌ
ｔ
て

う
う
え
て
　
お
■
を

ふ
け
　
―，
■
ン
を

「
け
ら
．

３
宝
物
に
え
∴
ん
た
理
由

●
お
は
あ
ち

ゃ
ん
に
数
え
て
し

Ｌ
「
た
。

・
草
花
は
阜
ｔ

い
仲
間
。

●
み
ん
な
に
す
す
め
た

い
。

や
ヽ
一

ス

ピ

ー

チ

メ

モ

を

作

る

に

は

「
話

ｔ
た

い
こ
と
を
〓

い
た

ら
　
ス
ｔ
ヶ

い

〓
贅

て
ま
と

あ
る

「
く

●
ｔ
く

う
た

え
た

い
こ

と
に

う

」
て

内
，

を
せ

い
０
す
る
．

●
そ

■
ケ
〓
”
て
お
ろ
”
●

＾
て

，
こ
と

，
人
”
　
一
一
い
出
●

ビ
´

●
〓
”
の
よ

う
す

＾
ι
　
■
　
と
く
ら

〓

「
し

ｏ

一
質
　
“
ス
立
て
を
た
ｔ
ヶ
い
る
。

¨
ヽ
一

話

す

と

き

●
伯
チ

の
方
を
ぇ
て
　

，

の
上
け
Ｔ
け

，
強
う

に
、

●

■
い
ｔ
て
話
す
。

同

く
と
き

ｏ
話

の
中

こ
に
ヽ
を

つ
け
て
Ｍ
‘
．

●
●

ケ
ら

な

い
‥

と

や
　

し

、
と
や
●

た

い
こ

と
，

あ

一
た

』

ｔ

う
０
ん
ｔ
　
ｉ
‘

をヽ
言

●
．



さ
あ
、
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
答
え
合

わ
せ
を
し
て
い
こ
う

（も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以
上
に
見
つ
け
る
よ
う
期
待

す
る
）
。
こ
の
教
材
の
本
時
の
板
書
で
大
切
な
こ
と
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

（板
書
中
の
①
②
③
と
対
応
）

①
教
師
モ
デ
ル
で
発
表
メ
モ
の
作
り
方
を
確
認
で
き
る
。

②
理
由
や

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
伝
え
る
こ
と
で
、
聞
き
手
に
と
っ
て
も
、

質
問
し
た
り
感
想
を
述
べ
た
り
し
や
す
く
な
る
の
で
、
学
習
の
目
的

で
あ
る

「お
互
い
の
こ
と
を
知
る
」
に
つ
な
げ
ら
れ
る
。

③
教
師
モ
デ
ル
で
は

「
い
い
と
こ
ろ
」
だ
が
、
教
科
書
教
材
で
は

「作

り
方
」
で
あ
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
こ
は
伝
え
た
い
こ
と
や
宝
物
に
よ

っ
て
違
う
よ
う
に
な

っ
て
も
よ
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

一　

太
い
線

・
細
い
線

柔
ら
か
い
チ
ヨ
ー
ク

（石
膏
系
↓
太
い
線
が
出
せ
る
）
と
、
硬
い
チ

ョ
ー
ク
（炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
系
↓
だ
い
た
い
細
い
線
に
な
る
）
が
あ
る
。

そ
の
特
質
を
知

っ
て
お
き
、
生
か
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

筆
圧
を
し
つ
か
り
か
け
て
、
黒
板
に
食
い
込
む
よ
う
に
書
く
の
が
望

ま
し
い
。
ピ
シ
ツ
、
パ
シ
ッ
と
い
っ
た
音
が
す
る
ぐ
ら
い
、
最
初
の
打

ち
込
み
を
鋭
く
す
る
と
よ
い
。

縦
に
向
か
っ
て
、
あ
る
い
は
横
に
向
か
っ
て
、
ま
つ
す
ぐ
に
書
け
る

こ
と
を
め
ざ
そ
う
。
基
本
は
、
大
き
く
、
ゆ
っ
く
り
、
丁
寧
に
だ
が
、

必
要
に
応
じ
て
速
く
書
け
る
よ
う
に
す
る
。
チ
ョ
ー
ク
を
使

っ
た
板
書

練
習
を
、
ふ
だ
ん
か
ら
な
る
べ
く
多
く
し
て
お
こ
う
。

一
一　
黒
板
に
話
し
か
け
て
い
な
い
か

話
す
時
は
必
ず
子
ど
も
の
方
を
見
て
話
を
し
、
そ
の
後
に
板
書
し
て

い
く
。
板
書
が
終
わ
る
と
、
再
び
子
ど
も
の
方
を
向
い
て
話
す
。
そ
の

区
別
を
し
つ
か
り
つ
け
よ
う
。

特
別
支
援
学
校
の
教
師
な
ら
、
当
た
り
前
の
技
術
で
あ
る
。
声
が
聞

こ
え
に
く
い
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
教
師
の
唇
の
動
き
が
大
切
な
手
が

か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

書
く
と
き
と
、
話
を
す
る
と
き
と
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
い
く
こ
と

は
、
子
ど
も
の
間
く
態
度
を
育
て
る
と
同
時
に
、
子
ど
も
が
ノ
ー
ト
を

取
る
時
間
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。

〓
一　
筆
順
に
留
意
を

板
書
す
る
上
で
、
正
し
い
筆
順
を
身
に
付
け
て
お
く
こ
と
も
大
切
で

あ
る
。
筆
順
は
、
宇
形
を
整
え
る
た
め
に
あ
る
と
も
言
え
る
。

小
学
校
で
学
習
す
る

一
〇
二
六
字
の
漢
字
に
つ
い
て
は
、
今
の
う
ち

に
正
し
い
筆
順
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
教
師
と
し
て
自
信
を
持
つ
て
板

書
す
る
た
め
に
、
基
礎
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
特
に
筆
順
の
間
違
い
を
頻
繁
に
見
か
け
る
次
の
漢
字
に
つ

い
て
、
あ
な
た
も
確
か
め
て
お
い
て
ほ
し
い
。

四
　
姿
勢
に
も
気
を
付
け
て

黒
板
の
低
い
位
置
に
書
く
と
き
は
、
し
や
が
ん
で
書
く
よ
う
に
し
よ

う
。
し
ゃ
が
む
は

「か
が
む
（屈
む
と

で
あ
り
、
字
形
も
整
う
し
、
宇

が
教
師
の
身
体
で
隠
れ
る
こ
と
な
く
、
児
童
も
見
え
や
す
い
。
そ
の
時

に
、
利
き
手
以
外
の
手
の
使
い
方
も
大
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
利
き

手
以
外
の
手
が
遊
ん
で
い
る
と
、
身
体
も
ふ
ら
ふ
ら
し
て
、
安
定
感
が

な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

五
　
板
書
計
画
は
な
ぜ
大
事
か

チ
ョ
ー
ク
で
書
か
れ
た
だ
け
の
板
書
は
、
単
調
な
も
の
と
な
り
や
す

い
。
イ
ラ
ス
ト

（挿
絵
）

・
線

・
矢
印

・
枠
囲
み
等
を
入
れ
、
変
化
を

つ
け
る
と
よ
い
。
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

（短
冊
の
形

・
模
造
紙
に
文
字

を
書
い
た
掲
示
資
料
）
も
効
果
的
で
あ
る
。
教
師
と
し
て
、
授
業
前
に

準
備
を
す
る
と
し
て
、
授
業
の
ゴ
ー
ル
で
あ
る
板
書
の
全
体
像
を
構
想

し
て
お
く
こ
と
は
、
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
。

片 業 右

延 発 左

局 用

必 乗

情 歯
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何
と
言

っ
て
も
、　
一
時
間
の
授
業

の
足
跡
が
板
書
で
あ
る
。
視
覚
的

な
ツ
ー
ル
の
代
表
格
が
板
書
で
あ
り
、
工
夫
さ
れ
た
板
書
に
よ
り
、
児

童
も
ノ
ー
ト
が
取
り
や
す
く
な
る
。

一
般
的
な
板
書
計
画
と
し
て
は
、
三
段
階
に
分
け
る

ｏ
レ
イ
ア
ウ
ト

す
る
の
が
よ
い
。
①
導
入
で
、
本
時
の
め
あ
て
の
確
認
と
中
心
課
題
を

考
え
る
た
め
の
場
面
設
定
を
す
る
。
②
展
開
で
、
中
心
課
題
を
考
え
る

た
め
の
場
面
の
読
み
取
り

・
伝
え
合
い
等
を
位
置
付
け
る
。

（文
学
教

材
の
読
み
の
場
合
。
）
③
ま
と
め

（終
結
）
で
、
学
習
の
ま
と
め
と
振

り
返
り
を
記
す
。

こ
の
よ
う
な
三
段
階
を
基
本
と
す
る
。

エハ
　
板
書
の
実
際

五
年
文
学
教
材

「わ
ら
ぐ

つ
の
中
の
神
様
」
の
場
合
で
考
え
て
み
よ

う
。

（下
の
板
書
例
を
参
照
の
こ
と
。
）

は
じ
め
に
、
教
材
名
と
著
者
名
を
書
く
。
続
い
て
、
本
時
の
学
習
の

め
あ
て
で
あ
る
。

縦
書
き
が
中
心
だ
が
、
子
ど
も
の
意
見
の
中
か
ら
キ
ラ
リ
と
ひ
か
る

表
現
を
横
書
き
で
速
記
メ
モ
す
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
右
か
ら
左

ヘ

書
く
の
が
普
通
だ
が
、
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
中
央
か
ら
書
き
始
め
る

場
合
も
稀
に
あ
る
。

子
ど
も
の
音
声
に
よ
る
発
言
内
容
を
、
効
果
的
に
教
師
が
日
に
見
え

る
形
に
す
る
と
い
つ
た
リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
業
が

板
書
で
あ
る
。
授
業
中
の
発
言
を
効
果
的
に
メ
モ
し
、
構
造
的
に
整
理

す
る
。
板
書
し
た
こ
と
が
、
子
ど
も
の
思
考

の
手
助
け
を
す
る
た
め
の

視
覚
ツ
ー
ル
に
な
る
よ
う
に
願
い
つ
つ
。
例
え
ば
、
板
書
に
よ

つ
て
、

順
序
、
対
比
、
因
果
関
係
等
を
示
す
よ
う
に
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の

思
考
が
動
き
出
す
。

な
お
、
小
学
校
で
使
う
チ

ョ
ー
ク
に
は
、
白

・
黄

・
赤

・
青

・
緑

・

茶
の
色
と
い
う
バ
ラ

エ
テ
ィ
が
あ
る
。
中
で
も
、
白

・
黄

・
赤
が
格
別

多
く
使
わ
れ
る
。
基
本
は
、
自
で
文
字
を
書
き
、
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド

は
黄
、
最
重
要
な
語
句
や
傍
線
は
赤
、
と
い
う
使
い
分
け
が

一
般
的
で

あ
る
。

主人公の心情が表れ

ている表現を抜き出

し 責や赤のチョー

クの線で関係を繋 ぐ

本時はこの中央から書き

始め 左側と右側に二人

の登場人物の心情を対比

させる形に整理している

子どもの意見の中から

キラリと光る表現を横書

きで速記メモする

本時のめあて 教材名

著者名



復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
幣
理

・
発
展
学
習

な
お
、
電
子
黒
板
（デ
ジ
タ
ル
教
科
書
）
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
以

下
の
読
み
物
（記
事
…
Ｍ
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
よ
り
）
を
参
照
の
こ
と
，

目
旧
□
圏

「ウ
ナ
ギ
の
な
ぞ
を
追
っ
て
培
玉

―
画
像
と
文
章
を
関
連
さ
せ
な
が
ら
読
む
こ
と
で
、
読
み
を
深
め
る
―

デ
ジ
タ
ル
機
科
書
を
効
果
的
に
活
用
し
よ
う

四
年
下
の
教
科
古
で
学
習
す
る

「
ウ
ナ
ギ
の

な
ぞ
を
追

っ
て
」
は
、
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好

奇
心
を
く
す
ぐ
り
、
興
味
を
も

っ
て
読
０
こ
と

が
で
き
る
科
学
読
み
物
で
す
．
子
ど
も
た
ち
は

ま
ず
、
自
分
た
ち
に
と

っ
て
身
近
な
生
き
物
で

あ
る
ウ
ナ
ギ
が
、
実
は
多
く
の
議
に
包
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
知

っ
て
驚
き
ま
す
。
そ
し
て
　
謎

を
解
明
し
て
い
く
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
番
組
の
よ
う

な
展
開
で
書
か
れ
た
文
章
に
引
き
込
ま
れ
て
い

く
と
い
う
、
と
て
も
魅
力
的
な
教
材
で
す
　
し

か
し
、
そ
の

一
方
で
、
時
系
列
に
沿
っ
て
事
実

を
整
理
し
た
り
、
話
題
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
整

理
し
た
り
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き

な
い
と
、
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
難
し
く
感
じ

る
教
材
で
も
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、
最

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
導
入
し
た
も
の
の
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
う
と
よ
い
の
か

悩
む
こ
と
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
今
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
本
連
載
で
は
、

授
業
の
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
「国
語
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
」
を
使
え
ば
よ
い
の
か
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
る
の
か
を
お
伝
え
し
ま
す
。

0自 分が興味をもったところを

“

介するために 文■の内容を

的■に押さえて要旨を提えたり 事実と感想.意 見などとの

関係を押さえ 自分の考えを明■にしながら籠んだりするこ

とができる。1諷 1)イ  エl :伝口 1)イ (ア )】

0文章を読んで考えたことを発表し合い 自分の考えを広げた

り深めたりすること′できる。I口 1,オ】

第1次 1● 学コの見通しをもち 学口計■を立てる。

コ
第2次 2■ 目的に沿って 文■を深く餞む。

事実を時系列に沿って整理しなメら
"む

。

■ 胃月サ晋り
=職

:考
えな″ら腱む。

4●

第 3次

自分の考えと間

1974二 生
=れ

 広告代理嗜

■

"=饉
●した崚 27● で

公立小学崚anに。相二市

小学校口■0,会 ,中心に

市内のO● ●●■3に 取り

“

む。,■24■な文嘔科幸

大臣■,Ⅲ口に■ばれる

●

‐６
●

績
浜
市
立
瀬
ヶ
崎
小
学
校

教
論
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初
に
抱
い
た
興
味
を
最
後
ま
で
も
ち
続
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
手
立
て

を
考
え
ま
し
た
。

●
子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
る
た

め
の
壬
ユ
て

●
事
実
と
考
え
の
記
述
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、

調
査
の
道
筋
を
読
み
取
っ
た
り
、
調
査
内
容

を
捉
え
た
り
す
る
た
め
の
手
立
て

０
要
約
や
紹
介
文
を
書
く
活
動
に
つ
な
が
る
手

一ユ
て

こ
れ
ら
の
手
立
て
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
に

す
る
た
め
に
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
を
活
用
し
て

い
き
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
敏
科
書
の
活
用
綱
●
●

子
ど
も
た
ち
の
知
的
好
奇
心

を
く
す
ぐ
る

デ
ジ
タ
ル
教
科
書
に
は
、
資
料
と
し
て
、
画

像
や
動
画
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
教
材

で
は
、
「
た
ま
ご
か
ら
ウ
ナ
ギ
が
出
て
く
る
瞬

問
」
や

「
ウ
ナ
ギ
の
成
長
の
様
子
」
な
ど
、
文

章
だ
け
で
は
な
か
な
か
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
箇

所
に
つ
い
て
、
多
く
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い

ま
す

？
↓
。
特
に
ウ
ナ
ギ
の
調
査
を
追
っ
た

動
画
は
、
文
章
で
読
み
取
っ
た
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
の
資
料
と
し
て
有
効
で
す
。

ま
ず
、
単
元
の
導
入
と
し
て
、
本
文
を
読

む
前
に
、
ワ
ー
ク

「
は
じ
め
に
」
■
３

を
使

い
、
ウ
ナ
ギ
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
こ
と
を
出

し
合
い
ま
し
た
。
「
ウ
ナ
ギ
の
た
ま
ご
」
の
写

真
を
見
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
知
っ

て
い
る
ウ
ナ
ギ
と
は
な
か
な
か
結
び
付
か
な
い

卵
の
姿
に
興
味
津
々
で
し
た
。
さ
ら
に
、
「広

い
海
の
様
子
」
の
写
真
を
見
て
、
そ
も
そ
も
ウ

ナ
ギ
が
海
で
卵
を
産
む
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い

う
子
が
多
く
、
意
外
な
事
実
に
驚
い
て
い
ま
し

た
。
「
ウ
ナ
ギ
は
川
に
す
ん
で
い
る
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
け
ど
、ど
う
し
て
海
で
卵
を
産
む
の
か
」

「広
い
海
の
ど
こ
で
卵
を
産
む
か
な
ん
て
、
ど

う
や
っ
て
見
つ
け
る
の
だ
ろ
う
。
見
つ
か
る
の

か
な
」
な
ど
、
数
々
の
疑
間
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

ウ
ナ
ギ
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま

っ
た
と
こ
ろ

で
、
文
章
を
読
む
前
に

「
ウ
ナ
ギ
の
調
査
」
の

動
画
を
見
せ
、
内
容
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
せ
る

と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
あ
え
て
こ

の
動
画
は
、
単
元
の
出
回
の
と
こ
ろ
で
見
せ
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
調
査
の
様
子

は
、
言
葉
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
イ
メ
ー
ジ

し
て
は
し
い
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
文
章
の
中

に
は
、
「
周
り
に
島

一
つ
見
え
な
い
海
の
真
ん

中
」
「
あ
ざ
や
か
な
ぐ
ん
じ
ょ
う
色
の
海
」
な

ど
の
叙
述
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
叙
述
を

も
と
に
し
な
が
ら
、
子
ど
も
た
ち
な
り
に
海
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
と
ぢ
え

ま
し
た
。
ま
た
、
多
く
の
時
間
と
労
力
を
か
け

●

‐７
●

▲巖,「ウナギのなぞt■って,の■ll―菫

画像はクリックすると
拡大できる。ウナギ(成

魚)の写真なども用意し
ておくとよいだろう.

▲豪2「 ウナギのなぞt■ってJのワーク「はじめにJ
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て
行
う
地
道
な
調
査
の
様
子
は
、
動
画
を
見
れ

ば

一
目
瞭
然
で
す
が
、
そ
れ
で
は
文
章
を
読
む

目
的
が
薄
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
言
葉
を
手
が
か

り
に
し
て
自
分
な
り
に
読
み
取

っ
た
後
に
、「
ウ

ナ
ギ
の
調
査
」
の
動
画
を
見
せ
る
こ
と
で
、
さ

ら
な
る
感
動
や
知
的
好
奇
心
が
生
ま
れ
、
他
の

科
学
読
み
物

へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ま
し
た
。

デ
ジ
タ
ル
薇
科
●
の
活
用
場
■
●

事
実
と
考
え
の
記
述
に
気
を

一

つ
け
な
が
ら
、
日
査
の
道
筋

ヽ

を
読
み
取
っ
た
り
、
調
査
内

一

害
を
提
え
た
り
す
る
　
　
　
・

こ
の
教
材
で
は
、
時
系
列
に
沿
っ
て
、
調
査

活
動
に
つ
い
て
の
事
実
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
事
実
を
も
と
に
導
き
出
し
た
筆
者
の
考

え
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
時

系
列
に
沿

っ
て
事
実
を
捉
え
る
た
め
に
、
ワ
ー

ク

「第
六
段
落
～
第
八
段
落
の
調
査
結
果
を
た

し
が
０
「
Ｌ
“
デ
『
‐を

活
用
し
、
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
地
図
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
レ

プ
ト
セ
フ
ア
ル
ス
、
船
、
海
山
な
ど
の
ア
イ
コ

ン
を
使
い
な
が
ら
、
調
査
を
し
た
場
所
や
日
に

ち
を
整
理
し
て
い
き
ま
し
た

２
３
）。
子
ど
も

た
ち
に
は
同
様
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
配
布
し
、

読
み
取
っ
た
事
実
を
自
分
で
確
認
す
る
こ
と
が

▲豪3 rウナギの0そ 1■って,のワーク

r● oo■～●●緻■の口
=綸

彙0た しかめ拿しょう1

で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
調
査
を
重
ね
る
ご

と
に
、
だ
ん
だ
ん
ウ
ナ
ギ
の
産
卵
場
所
が
特
定

さ
れ
て
い
く
様
子
を
、
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
視

覚
的
に
整
理
し
て
い
く
こ
と
で
、
調
査
の
道
筋

を
比
較
的
容
易
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
調
査
の
内
容
を
捉
え
る
た
め
に
、
調

査
に
関
連
す
る
画
像
を
示
し
、
そ
の
画
像
に
つ

い
て
の
説
明
を
考
え
る
グ
ル
ー
プ
活
動
を
取
り

入
れ
ま
し
た
。
調
査
に
関
連
す
る
画
像
を
い
く

つ
か
示
し
、
グ
ル
ー
プ
内
で
分
担
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
画
像
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
教
科
書
の
叙

述
を
も
と
に
し
な
が
ら
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

肇^
４
）

に
ま
と
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
グ
ル
ー

プ
内
で
共
有
し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
を
通
し
て
、

画
像
と
文
章
を
結
び
付
け
な
が
ら
よ
り
深
く
読

む
こ
と
と
、
グ
ル
ー
プ
内
で
調
べ
た
こ
と
を
共

有
す
る
こ
と
で
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や

疑
問
点
を
学
び
合
い
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と

を
意
図
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
が

担
当
し
た
画
像
に
関
す
る
叙
述
を
よ
く
読
み
、

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ま

と
め
た
こ
と
を
グ
ル
ー
プ
の
友
違
と
交
流
す
る

こ
と
を
通
し
て
、
内
容
の
理
解
を
探
め
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
関
連
す
る
画
像
は
、
教
科
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
や
、
デ
ジ
タ
ル
教
科

書
の
資
料
と
し
て
豊
富
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も

の
の
中
か
ら
、
こ
の
文
章
の
中
心
と
な
る
内
容

に
関
連
す
る
も
の
を
選
び
ま
し
た
。

●

‐８
●

レ豪4 ワークシート (敬

“

r作 曖したもの,

た●に口● 右●に●き込み● t● けている。
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ツル教科書綺暴的に湘はう■

「

デ
ジ
タ
ル
敏
科
●
の
活
用
増
■
●

要
約
や
紹
介
文
を
書
く

活
動
に
つ
な
げ
る

ま
ず
は
紹
介
文
の
形
式
を
共
有
し
ま
す
。
こ

こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
紹
介
文
の
中
に
要
約
を

位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
紹

介
文
を
書
く
た
め
に
要
約
を
す
る
、
と
い
う
目

的
を
し
つ
か
り
と
捉
え
さ
せ
た
う
え
で
学
習
を

進
め
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
が
興
味
を
も

っ
た

と
こ
ろ
に
つ
い
て
紹
介
す
る
た
め
に
、
「ど
う

し
て
興
味
を
も
つ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
自

分
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
要
約
し
て
い
き
ま
す
。

■

□

□

□

旧

□

田

日

Ｕ

へ
●
■
●
■
い
０
日
“
●
●
‘
と
〓
ら
ヽ
●
●
“
ｔ
ｔ
ら

し
‘
１
●
い
ｔ
め
●

¨
え
二
０
旱
ご
ろ
　
た
１
ご
〓
ａ

Ｃ
●

●

を
き
が
十
日
奎
”
ｅ
ｔ

，
，
し
た
　
二
十
年

口̈
【̈一一一一“一
』一一」「̈
Ч　一

，

０
■
　
一
ｔ
え

一
午
　
え
０
■
澤
■

の

中
で
　
十
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
●
■

の
ウ
ナ
ギ
の

０
ち

ゃ
ん
“
と
彙
ｔ
し
た

▲崇5 「ウナギの0そ 〔

`っ

てJのワーク「しょう,ぃ文●●きましょうJ

．‐
‥
‥
　
‥
　
　
●
　
”
一
″
Ｌ
ゃ

‥‥‥一””“̈
”一”̈
¨̈
一」̈
一一

　̈
も
た
ち
の
理
解
の助
け
に
な
った
り
　
さ
ら
に

　̈
理
解
を
棗
め
た
り
す
る
ツ
ー
ル
と
し
て
画
像
や

と
一緒
に
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で要
わ
の過
程
を
　
¨

共
有
し
て
いく
こと
は
、
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
だ
　
¨

し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
要
約
は
簡

単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
　
ワ
ー

ク
「し
ょ
う
か
い
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
」
↑
５
）

を
使

っ
て
、
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

要
約
の
例
文
を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
教
科

書
画
面
を
開
き
、
例
文
が
ど
ん
な
叙
述
に
着
日

し
な
が
ら
要
約
を
し
た
の
か
　
マ
ー
カ
ー
機
能

と
吹
き
出
し
機
能
を
使
い
、
明
ら
か
に
し
て
い

き
ま
し
た

（豪
６
）。
子
ど
も
た
ち
は
、
要
約
の

手
順
を
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

で
、
自
分
の
要
約
に
必
要
な
叙
述
を
選
ん
だ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
を
関
連
付
け
た
り
し
な
が
ら
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

薔
嘉
網
酬
割
引
署
．一

一¨

▲■6「ウナギのなぞt■ってJの●
"●

●面

な

い
こ
そ
で
き
る

こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

●

‐９
●

※5の例文は どの叙述に■日して要約し

ているのか マーカーを引いて示す。そし

て 該当する例文を吹き出しに入れて貼付。



場
面
の
読
み
取
り
を
大
切
に
す
る
物
語
の
授
業

キ
ー
ヮ
ー
ド
　

‥
　
音
読
、
朗
読
、
読
解
、
解
釈
、
場
面
分
け
、
構

造
読
み
、
心
情
の
変
化
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

作
者
の
意
図
や
主
人
公
の
気
持
ち
の
つ
か
ま
せ
方
に
つ
い
て
、
考

え
を
ま
と
め
て
お
く
。

今
ま
で
、
次
の
よ
う
な
経
験
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

場
面
ご
と
の
読
み
取
り
の
学
習
の
中
で
、

「主
人
公
は
○
○
し
ま

し
た
ね
。
こ
の
時
の
気
持
ち
は
？
」

「で
は
、
こ
の
時
の
気
持
ち

は
？
」
…
と
問
わ
れ
た
。

単
元
全
体
の
学
習
が
終
わ
つ
た
と
こ
ろ
で
、
　
コ
）
の
作
品
の
主
題

は
な
ん
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
ら
れ
、
話
し
合

つ
た
挙
句
、

「
い

ろ
い
ろ
出
た
け
れ
ど
、
先
生
は
、
◇
◇
だ
と
思
う
。
」
と
ま
と
め

ら
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
悪
意
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
は
た
し
て
、
そ
れ
で

（そ
れ
だ
け
で
）
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

次
の
作
品

（資
料
③
参
照
）
を
読
ん
で
み
よ
う
。

そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
子
ど
も
た
ち
に
ど
の

よ
う
な
活
動
を
さ
せ
、
ど
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
れ
ば
い
い
の
か
、

自
分
な
り
の
ア
イ
デ
イ
ア
を
ノ
ー
ト
に
書
き
出
し
て
お
こ
う
。

ま
た
、
友
だ
ち
と
情
報
交
換
し
て
、
多
様
な
考
え
を
吸
収
し
よ
う
。
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〈資
料
③
〉
「白
い
ぼ
う
し
」
光
村
図
書
４
年

白
い
ぼ
う
し

あ
ま
ん

キ
みヽ
こ

作

こ
こ
ろ

美
保
子

●

「
こ
れ
は
、
レ
モ
ン
の
に
お
い
で
す
か
い

ほ
り
ば
た
で
未
せ
た
お
客
の
し
ん
Ｌ
が
、
話
し
か
け
ま
し
た
。

「
い
い
え
、
夏
み
か
ん
で
す
よ
」。

信
号
が
赤
な
の
で
、
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
か
ら
、
運
転
手
の

松
井
さ
ん
は
、
に
こ
に
こ
し
て
答
え
ま
し
た
。

今
日
は
、
六
月
の
は
じ
め
。

夏
が
い
き
な
り
始
ま

っ
た
よ
う
な
暑

い
日
で
す
。
松
井
さ
ん
も
お
客
も
、
白

い

ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
そ
で
を
、
う
で
ま
で
た
く
し
上
げ
て
い
ま
し
た
。

「ほ
う
、
夏
み
か
ん
て
の
は
、
こ
ん
な
に
に
お
う
も
の
で
す
か
い

「も
ぎ
た
て
な
の
で
す
。
き
の
う
、　
い
な
か
の
お
ふ
く
ろ
が
、
速
逹
で
送
っ
て
く
れ

ま
し
た
。
に
お
い
ま
で
わ
た
し
に
と
ど
け
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
い

「
ほ
う
、
ほ
う
」。

「
あ
ま
り
う
れ
し
か

っ
た

の
で

、　
い
ち
ば
ん
大
き

い
の
を
、

こ
の
車

に
の
せ
て
き
た

の
で
す
よ
ピ

信
号
が
十
に
か
わ
る
と
、
た
く
さ
ん
の
車
が
い
っ
せ
い
に
た
り
だ
し
ま
し
た
。
そ

の
大
通
り
を
曲
が
っ
て
、
細

い
う
ら
通
り
に
入

っ
た
所
で
、
し
ん
し
は
お
り
て
い
き

ま
し
た
。

に

，

速

逮

ア
ク
セ
ル
を
ふ
も
う
と
し
た
と
き
、
松
井
さ
ん
は
、

は

っ
と
し
ま
し
た
。
「
お
や
、
車
道
の
あ
ん
な
す
ぐ
そ
ば
に
、

小
さ
な
ば
う
し
が
落
ち
て
い
る
ぞ
。
風
が
も
う
ひ
と
ふ
き

す
れ
ば
、
車
が
ひ
い
て
し
ま
う
わ
い
」。

緑
が
ゆ
れ
て
い
る
や
な
ぎ
の
下
に
、
か
わ
い
い
白

い
ば

う
Ｌ
が
、
ち
よ
こ
ん
と
お
い
て
あ
り
ま
す
。
松
井
さ
ん
は

車
か
ら
出
ま
し
た
。

そ
し
て
、
ぼ
う
し
を
つ
ま
み
上
げ
た
と
た
ん
、
ふ
わ

っ

と
何
か
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。

「あ
れ

っ
」。

も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
で
す
。
あ
わ
て
て
ば
う
し
を
ふ
り
回

し
ま
し
た
。
そ
ん
な
松
井
さ
ん
の
日
の
前
を
、
ち
ょ
う
は

ひ
ら
ひ
ら
高
く
ま

い
上
が
る
と
、
な
み
本
の
緑
の
向
こ
う
に
見
え
な
く
な

っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

「
は
は
あ
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
お

い
た
ん
だ
な
」。
ば
う
し
の
う
ら
に
、
赤

い
し
し
ゅ

う
糸
で
、
小
さ
く
ぬ
い
来
り
が
し
て
あ
り
ま
す
。

「
た
け
や
ま
よ
う
ち
え
ん
　
た
け
の
　
た
け
お
」

小
さ
な
ば
う
し
を

つ
か
ん
で
、
た
め
恙
を

つ
い
て

い
る
松
井
さ
ん
の
構
を
、
人

っ

た
お
ま
わ
り
さ
ん
が
、
し
ろ
し
ろ
見
な
が
ら
通
り
す
ぎ
ま
し
た
。

「
せ

っ
か
く
の
え
も
の
が

い
な
く
な

っ
て

い
た
ら
、
こ
の
子
は
、
ど
ん
な
に
が

っ

か
り
す
る
だ
ろ
う
」

ち
ょ

っ
と
の
間
、
か
た
を
す
ば

め
て

つ
っ
立

っ
て

い
た
松
井
さ
ん
は
、
何
を
思

い

つ
い
た
の
か
、
急

い
て
卑
に
も
ど
り
ま
し
た
。

運
転
痛
か
ら
取
り
出
し
た
の
は
、
あ
の
夏
み
か
ん
で
す
。
ま
る
で
、
あ
た
た
か

い

||゛ |ヾ

，
■

飛
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澪



日
の
光
を
そ
の
ま
ま
そ
め
つ
け
た
よ
う
な
、
見
事
な

色
で
し
た
。
す

つ
ば

い
、　
い
い
に
お
い
が
、
ス
で
辺

り
に
広
が
り
ま
し
た
。

松
井
さ
ん
は
、
そ
の
夏
み
か
ん
に
白

い
ば
う
し
を

か
ふ
せ
る
と
、
飛
ば
な

い
よ
う
に
、

石
で

つ
ば
を

お
さ
え
ま
し
た
。

車
に
も
ど
る
と
、
お
か
っ
ば
の
か
わ
い
い
女
の
子
が
、
ち
よ
こ
ん
と
後
ろ
の
シ
ー

に
す
わ

っ
て
い
ま
す
。

「道
に
ま
よ

っ
た
の
。
行

っ
て
も
行

っ
て
も
、
四
角

い
建
物
ば
か
り
だ
も
ん
」。

つ
か
れ
た
よ
う
な
声
で
し
た
。

「
え
え
と
、
ど
ち
ら
ま
で
」。

「
え
。
―
―
え
え
、
あ
の
、
あ
の
ね
、
来
の
花
構
町

っ
て
あ
る
か

し
ら
中

「柔
の
花
構
の
こ
と
で
す
ね
」。

エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
と
き
、
逹
く
か
ら
、
元
気
そ
う
な
男
の
子

の
声
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

「あ
の
ぼ
う
し
の
下
さ
あ
。
お
母
ち
ゃ
ん
、
本
当
だ
よ
。
本
当
の

ち
ょ
う
ち
ょ
が
、　
い
た
ん
だ
も
ん
」。

水
色
の
新
し
い
ま
と
り
あ
み
を
か
か
え
た
男
の
子
が
、
エ
プ

ロ

ン
を
着
け
た
ま
ま
の
お
母
さ
ん
の
手
を
、
ぐ
い
ぐ

い
引

っ
ば

っ
て

き
ま
す
。

「ぼ
く
が
、
あ
の
ぼ
う
し
を
開
け
る
よ
。
だ
か
ら
、
お
母
ち
ゃ
ん
は
、

こ
の
あ
み
で
お
さ
え
て
ね
。
あ
れ
っ
、
石
が
の
せ
て
あ
ら
あ
い

吝
席
の
女
の
子
が
、
後
ろ
か
ら
未
り
出
し
て
、
せ
か
せ

か
と
言

い
ま
し
た
。

「早
く
、
お
し
ち
ゃ
ん
。
早
く
行

っ
て
ち
ょ
う
だ
い
」。

松
井
さ
ん
は
、
あ
わ
て
て
ア
ク
セ
ル
を
ふ
み
ま
し
た
。

や
な
ぎ
の
な
み
木
が
、
み
る
み
る
後
ろ
に
流
れ
て
い
き
ま
す
。

「お
母
さ
ん
が
、
虫
と
り
あ
み
を
か
ま
え
て
、
あ
の
子

が
ぼ
う
し
を
そ
う

っ
と
開
け
た
と
き
―
―
」
と
、　
ハ
ン
ド

を
回
し
な
が
ら
、
松
井
さ
ん
は
超
い
ま
す
。
「あ
の
子
は
、

ど
ん
な
に
目
を
た
く
し
た
だ
ろ
う
い

す
る
と
、

‐Ｆ
か
っ
と
口
を
Ｏ
の
字
に
開
け
て
い
る
男
の

子
の
顔
が
、
見
え
て
き
ま
す
。
「
お
ど
ろ

い
た
だ
ろ
う
な
。

ま
ほ
う
の
み
か
ん
と
思
う
か
な
。
な
に
し
ろ
、
ち
ょ
う
が

化
け
た
ん
だ
か
ら
―
―

」。

「
・か
かヽ
いヽ
　っ
し。

ひ
と
り
で
に
わ
ら

い
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、

一ム一”卜
、

「
お
や
」。

松
井
さ
ん
は
あ
わ
て
ま
し
た
。
パ
ッ
タ
ミ
ラ
ー
に
は
、
だ

れ
も
う

つ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
ふ
り
返

っ
て
も
、
だ
れ
も

い

ま
せ
ん
。

「
お
か
し

い
な
」。

松
井
さ
ん
は
車
を
上
め
て
、
考
え
考
え
、
ま
ど
の
外
を
見

ま

し

た

。

セ

リ

趙

ル

来

の
た

・
■
い
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‐

″
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そ
こ
は
、
小
さ
な
団
地
の
前
の
小
さ
な
野
原
で
し
た
。

白

い
ち
ょ
う
が
、
二
十
も
二
十
も
、　
ゞ
え
、
も

っ
と
た
く
さ
ん
飛
ん
で

い
ま
し
た
。

ク
ロ
ー
バ
ー
が
青
々
と
広
が
り
、
わ
た
毛
と
黄
色
の
花
の
交
ざ

っ
た
た
ん
ぼ
ぼ
が
、

点
々
の
も
よ
う
に
な

っ
て
さ

い
て
い
ま
す
。
そ
の
上
を
、
お
ど
る
よ
う
に
飛
ん
で

い

る
ち
ょ
う
を
ば
ん
や
り
見
て
い
る
う
ち
、
松
井
さ
ん
に
は
、
こ
ん
な
声
が
聞
こ
え
て

き
ま
し
た
。

「よ
か
っ
た
ね
］

「よ
か
っ
た
よ
い

よ
か
っ
た
ね
♂

「よ
か
っ
た
よ
い

そ
れ
は
、
シ
ャ
ボ
ン
エ
の
は
し
け
る
よ
う
な
、
小
さ
な
小
さ
な
声
で
し
た
。

車

の
中
に
は
、
ま
だ
か
す
か
に
、

夏
み
か
ん
の
に
お

い
が
の
こ

っ
て
い
ま
す
。

あ

‘

ん

，

み

こ

五
Ｊ
一

´
　

ヽ

ヽ‥′（Ｏ
Ｖ
）
州

登
場
人
物
の
人
が
ら
を
と
，ら
え
、
話
し
合
お
つヽ

ヽ
　

´

「白
い
ＩＦ
う
し
」
の
登
場
人
ル
に
つ
い
て
　
ど
ん
な
印
象
を
も
ち
ま
し
た
か
。
「松
丼
さ
ん
」
の
合
話
や
行

”
　
気
持
ち
を
表
す
言
葉
や
表
現
に
気
を
つ
け
て
読
み

「松
井
さ
ん
」
の
人
が
ら
を
考
え
て
話
し
合
い
ま

登
場
人
鮨
の
人
が
ら
を
と
ら
え
な
ｒ
ら
腕
も
う

考
え
た
こ
と
を
お
し
合
お
う

▼
「白
い
ぼ
う
し
」
を
読
ん
で
　
場
面
と
登
場
人
物
を
整

理
し
ま
し
ょ
う
．

・
場
こ
こ
と
に
　
登
場
人
物
を
あ
け
ま
し
よ
う
。

ｏ
そ
れ
そ
れ
の
場
面
て
　
だ
れ
か
　
何
を
し
ま
す
か
，

ｏ
中
ヽ
と
な
る
登
場
人
物
は
　
だ
４ｔ
で
す
か
。

▼
「
松
キ
さ
ん
」
は
　
ど
ん
な
人
か
ら
だ
と
に

い
ま
す
か
。
¨

そ
れ
は
　
ど
ん
な
会
詰
や
行
動
か
ら
分
か
り
ま
す
か
。

／
１
卜
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う

０
二
松
井
さ
ん
」
の
人
か
ら

に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
を
発
表
し
〓
し
よ
う
、

あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由

が
分
か
る
と
こ
ろ
も
言

い
ま
し
ょ
う
。

わ

た

し

は

松

井

さ

ん

は

と

て

も

■
■

な

人

だ

と

思

い

ま

し

た

．
　

一

そ

れ

は

―
―

．
　

　

　

　

　

　

　

　

・

▼
「
´
＋
さ
ん
」
が
　
話
し
た
り
考
え
た
り
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
　
「
松
丼
さ
ん

‐
に
な

ぅ
た
つ
も
り
で
書
読
し
て

み
ま
し
ょ
う
　
ど
の
よ
う
に

，
こ
と
　
「
松
キ
さ
ん
」
の

人
か
ら
か
表
れ
る
で
し
ょ
う
か
．
場
面
の
様
子
や
気
持
ち

も
考
え
な
ヶ
ら
読
み
ま
し
ょ
う
．

▼
「白
い
ぼ
う
し

，
を
読
ん
で
　
『ｉ
ｔ
き
た
な
」
と
ｔ
ぅ

た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
し
た
か
。
友
達
と
話
し
て
お
ま

自

分

の
考

え

を

も

と

う

「
白

い
に

う

し

」
の
さ

い
こ

の

一
文

一
ｍ

ベ
ー
ジ

ー２
″”
曰

一
，

あ

　

¨

る

の

と
な

い
の

と
で

は
　

読

ん

た

■

の
嗅

しヽ

は

ど
う

ち

が
う

と

〓

い
重

す

か
．

０
友
違
の
発
表
を
聞
い
て
　
足
っ
た
こ

と

や
考

え

た

こ

と
を

ノ
ー

ト

に
書

き

・
な

る

ほ

ど

と
‘

ぅ
た

こ

と

．

ｏ
そ

つ
か
な

あ

と
　

ぎ

も

ん

に
足

っ

＾̈
　ヽ̈
　ヽ
　し′」
，

・
に

て

い
る

け

れ

ど
　

′

こ
ち

が

，

て

い
る

こ

と
．

０

／
１
卜
に

，
い
た
こ
と
を
も
と
に

話
し
合
い
ま
し
ュ
う

一
　

　

ぼ

く
も
　
田
中
さ

ん
と
同

じ

　

一

考
え
て
す
．
て

も

そ
う
思

っ
た
　
　
一

■
所

は
ら

か

っ
て

い
て
　
―
―

。

』（［）Ｕ
］一」̈
一』【』〕」「】んっ［】」」４ば「）「」」″一についてオえましたか
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一
　
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
と
い
う
こ
と

小
学
校
の
物
語
文
の
指
導
で
は
、
「場
面
の
様
子
を
読
み
取
る
」

「人

物
の
心
情
を
読
み
取
る
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
指
導
事
項
が
あ
る
が
、

最
も
大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
が
教
科
書
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
を
読

ん
で
、
物
語
の
世
界
や
登
場
人
物
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
白
い
紙
に
黒
の
イ
ン
ク
で
印
刷
さ
れ
た

「海
」

と
い
う
文
字
を
読
み
、

「青
い
海
」
や

「嵐
の
海
」
な
ど
の
映
像
を
思

い
浮
か
べ
る
と
い
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
物
語
の

中
の
世
界
を
ク
ラ
ス
の
他
の
友
だ
ち
と
分
か
ち
合
う
こ
と
が
大
切
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
授
業
づ
く
り
を
し
て
い
く
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
。

一
一　
お
手
本
に
な
る
音
読
と
し
て
の
範
読

音
読
で
大
切
な
こ
と
は
、
声
の
強
弱
や
読
み
の
速
さ
、
抑
揚
や
間
の

取
り
方
等
あ
る
が
、
教
師
が
音
読
の
お
手
本
を
示
す
こ
と
と
し
て
の
範

読

（示
範
音
読
）
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
自
然
に
表
現
し
て
開
か
せ
る
こ

と
が
重
要
と
な
る
。

最
も
大
切
な
こ
と
は
、
物
語
の
内
容
を
し
つ
か
り
と
掴
ん
だ
上
で
読

む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
な
い
と
、
文
を
切
る
と
こ
ろ
や

強
弱
、
速
さ
な
ど
が
不
自
然
に
な

っ
て
し
ま
う
し
、
そ
う
な
る
と
聞
く

方
も
人
物
の
気
持
ち
や
場
面
の
様
子
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。

先
に
述
べ
た

「物
語
の
内
容
を
し
つ
か
り
掴
ん
だ
上
で
読
む
」
と
い
う

意
味
で
の
範
読
は
、
ま
さ
に
教
師
自
身
が
場
面
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
し

な
が
ら
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
範
読
は
子
ど
も
た
ち
に
い
い
影
響
を
与
え
、
そ
の
イ

メ
ー
ジ
形
成
に
資
す
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
師
の
不
断
の
努

力
が
求
め
ら
れ
る
指
導
技
術
で
あ
る
。

〓
一　
物
語
の
読
解
の
基
本
は
場
面
の
読
み
取
り

先
に
述
べ
た

「物
語
の
内
容
を
し
つ
か
り
掴
ん
だ
上
で
読
む
」
と
い

う
こ
と
は
、
子
ど
も
も
同
様
で
、
場
面
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら

読
む
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

場
面
の
様
子
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
時
間

・
場
所

・
人

物

・
出
来
事
の
観
点
を
大
切
に
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
場
面
の
様
子
の
様
々

な
想
像

へ
と
導
い
て
く
れ
る
。

場
面
分
け
に
は

一
定
の
ル
ー
ル
が
あ
る
の
で
、
参
考
に
し
て
も
ら
い

た
い
。

○
時
間

↓
　
「あ
る
日
」

「次
の
日
」
の
よ
う
に
、
少
し
で
も
時
間
の

変
化
が
あ
れ
ば
別
の
場
面
と
し
て
分
け
る
。

○
場
所

↓

出
来
事
が
起
こ
る
場
所
や
、
登
場
人
物
が
活
動
し
て
い
る

場
所
が
少
し
て
も
変
化
し
た
ら
、
別
の
場
面
に
分
け
る
。

○
登
場
人
物

↓

中
心
人
物
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
登
場
人
物
が
登
場

し
た
り
す
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
別
の
場
面
に
分
け
る
。

○
出
来
事

↓

時
間

・
場
所

・
登
場
人
物
の
変
化
に
注
目
す
れ
ば
、
必

然
的
に
出
来
事
も
変
わ
る
。
出
来
事
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

登
場
人
物
の
考
え
方
や
気
持
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
に
よ
っ

て
変
化
し
て
い
く
の
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て

く

る
。

様
々
な
物
語
を
読
ん
で
、
こ
れ
ら
の
観
点
を
自
身
で
も
見
つ
け
る
経

験
を
積
ん
で
い
く
と
よ
い
。

四
　
物
語
を
大
き
く
分
け
る
構
造
読
み
ヘ

物
語
文
は
、
お
よ
そ
次
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

①
前
話
‥
物
語
の
登
場
人
物
や
、
場
所
な
ど
の
紹
介
と
し
て
物
語
の
冒

頭
部
分
に
書
か
れ
る
↓
プ

ロ
ロ
ー
グ

②
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
…
出
来
事

（ド
ラ
マ
）
の
始
ま
り
か
ら
展
開

ヘ

③
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
…
ド
ラ
マ
の
山
場

④
後
話
…
物
語
の
終
末
部
分
↓
エ
ピ
ロ
ー
グ

物
語
を
、
右
の
構
造
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
全

て
の
物
語
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。



五
　
中
心
人
物
の
心
情
の
変
化
を
読
む

場
面
分
け
と
構
造
読
み
が
で
き
た
ら
、
物
語
の
学
習
の
半
分
は
整

っ

た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
が
、
い
よ
い
よ
本
番
で
あ
る
。
物
語
文
の

学
習
の
目
的
は
、
中
心
人
物

（主
人
公
）
の
態
度
や
考
え
方
や
気
持
ち

が
、
様
々
な
出
来
事
を
通
し
て
変
化
し
て
い
く
様
子
を
読
む
こ
と
に
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
中
心
人
物
の
態
度

や
考
え
方
、
気
持
ち
が
大
き
く
変
化
す
る
場
面
の
読
み
取
り
が
重
要
に

な

つ
て
く
る
。

中
心
人
物
の
心
情
の
変
化
を
読
み
取
ら
せ
る
に
は
、
三
つ
の
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
。

①
出
来
事
‥
物
語
で
は
何
ら
か
の
出
来
事

（ド
ラ
マ
）
が
起
こ
る

②
行
動
や
会
話
…
中
心
人
物
は
、
出
来
事
に
よ
つ
て
様
々
な
行
動
を
起

こ
し
、
他
の
登
場
人
物
と
会
話
を
交
わ
す

③
心
情
の
変
化
…
行
動
や
会
話
に
よ
つ
て
人
物
の
心
情
が
変
化
し
、
そ

の
変
化
は
、
心
の
中
で
思

っ
て
い
る
こ
と
や
感
じ
て
い
る
こ
と
と
し
て

表
現
さ
れ
る

エハ
　
登
場
人
物
に
つ
い
て
深
く
読
み
取
ら
せ
る
五
つ
の
観
点

さ
ら
に
は
、
以
下
の
五
つ
の
観
点
に
よ
つ
て
、
人
物
像
を
深
く
掘
り

下
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

①
登
場
人
物
の
生
い
立
ち
‥
両
親
と
も
健
在
か

。
み
な
し
ご
か

・
謎
な

の
か
等

②
登
場
人
物
の
人
間
関
係
…
家
族
の
関
係
は
ど
う
か

。
友
達
と
の
関
係

は
ど
う
か
等

③
登
場
人
物
の
プ
ロ
フ
イ
ー
ル
ー
氏
名

。
年
齢

・
性
別

・
職
業
等

④
登
場
人
物
の
性
格
…
言
動
や
仕
草

・
表
情
か
ら
想
像
す
る

⑤
登
場
人
物
の
姿
形
…
人
か
動
物
か
架
空
の
生
き
物
か
等
も
含
め
て

七
　
物
語
の
読
み
方
指
導
の
結
末
は
ど
う
締
め
く
く
る
か

こ
れ
ま
で
の
学
習
に
よ
っ
て
、
教
材
文

（物
語
）
を
じ
つ
く
り
と
読

み
込
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
最
後
に
、
読
み
の
締
め
括
り
を

す
る
。
こ
こ
で
は
、
主
題
に
せ
ま
る
感
想
を
述
べ
合
う
授
業
を
す
る
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
一
つ
の
物
語
を
通
し
て
訴
え
て
い
る
テ
ー
マ
を
「物

語
の
主
題
」
と
言
う
。
物
語
の
主
題
は
、
決
し
て

一
つ
で
は
な
い
。
読

み
手
の
考
え
方
や
、
経
験
、
あ
る
い
は
読
み
方

（登
場
人
物
の
誰
に
注

目
し
て
読
む
か
等
）
に
よ
つ
て
、
主
題
は
読
者
の
数
だ
け
出
て
く
る
。

物
語
を
読
ん
で
、
ど
の
出
来
事
や
主
人
公
の
行
動

・
会
話

・
心
情
の

変
化
に
感
動
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ

が
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
物
語

文
の
学
習
を
楽
し
く
し
、
同
時
に

一
人

一
人
の
子
ど
も
が
読
み
取

っ
た

物
語
の
主
題
を
確
か
め
る
学
習
と
な
る
。

あ
る
児
童
が
ま
と
め
た
Ａ
と
い
う
主
題
は
、
´
Ａ

（
Ａ
ダ

ツ
シ
ュ
）
と

い
う
読
み
の
過
程
を
経
て
導
か
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
学

習
が
大
切
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

今
回
読
ん
で
も
ら
つ
た

「白
い
ぼ
う
し
」
に
即
し
て
ま
と
め
を

し
て
も
ら
う
と
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
教
材
文
は
、
巧
み
な
伏
線
、
色
や
香
り
の
表
現
が
効
果
的

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
で
あ
る
本

教
材
文
は
、
そ
の
伏
線
に
着
目
し
て
読
む
学
習
を
す
る
と
面
白
い
。

結
末
の

「種
明
か
し
」
か
ら
つ
な
が
り
を
確
認
す
る
、
伏
線
を
追

う
と
い
う
よ
う
に
、
徐
々
に
、
物
語
の
仕
掛
け
と
し
て
の
伏
線
を

読
む
目
を
養
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
通
読
後
、
児
童
か
ら

「女
の
子
が
自
い
ち
よ
う

で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
意
見
が
出
る
と
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
ど

の
よ
う
に
生
か
す
か
が
、
指
導
者
の
腕
の
見
せ
所
と
な
る
。
指
導

者
と
し
て
、

「女
の
子
が
白
い
ち
よ
う
だ
と
は
、
ど
こ
に
も
書
か

れ
て
い
な
い
ね
。
で
も
、
み
ん
な
が
そ
う
思
う
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。



き
つ
と
証
拠
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
証
拠
を
探
し
て
い
こ
う
。
」

と
働
き
か
け
た
と
し
よ
う
。

す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
部
分
を
見
つ
け
、
発

表
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
受
講
生
諸
君
な
り
に
推
察
し
、
ノ
ー
ト
に

列
挙
し
て
み
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
発
言
を
生
か
し
て
、
深
い
読

み
取
り
に
ど
う
つ
な
げ
る
か
、
構
想
を
記
録
し
て
お
く
と
よ
い
だ

ろ
う
。理

科
や
社
会
科
に
な
ら
な
い
た
め
の
説
明
文
の
授
業

キ
ー
ワ
ー
ド
　
・‥
　
説
明
的
文
章
、
論
理
的
思
考
力
、
す
ら
す
ら
音

読
、
形
式
段
落
と
意
味
段
落
、
キ
ー
ワ
ー
ド
、

要
点
、
要
約
、
接
続
詞

（
つ
な
ぎ
言
葉
）
、
指

示
語

（こ
そ
あ
ど
言
葉
）

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

説
明
文
を
読
む
場
合
、
何
に
注
目
さ
せ
、
ど
ん
な
こ
と
を
学
ば
せ

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

次
の
教
材
文

「す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
を
読
む
場
合
で
考
え
て

み
よ
う
。

す
が
た
を
か
え
る
大
ユ

国
分

枚
衛

わ
た
し
た
ち
の
毎
日
の
食
事
に
は
、
肉

や
さ
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
ざ
い
り
ょ

う
が
調
撃
さ
れ
て
出
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
ャ
はヽ
ん
に
な
る
米
、
バ
ン
や
め
ん
類

に
な
る
麦
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
人
が
ほ
と
ん
ど
毎
日

口
に
Ｌ
て
い
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。
な
ん
だ
か
分
か
り
ま
す
か
。
そ
れ
は
、
大
ユ
で
す
。
大
豆
が
そ
れ
ほ
ど

食

へ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
意
外
と
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
大
豆
は
、
い
ろ
い
ろ
な

食

品
に
す
が
た
を
か
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
気
づ
か
れ
な
い
の
で
す
。

大

豆
は
、
ダ
イ
ズ
と
い
つ
植
物
の
た
ね
で
す
。
えヽ
た
に
つ
い
た
さ
や
の
中

に
、
二
つ

か
二
つ
の
た
ね
が
入
っ
て
い
ま
す
。
ダ
イ
ズ
が
十
分
に
育
つ
と
、
さ
や
の
中
の
た
れ
は

か
た
く
な
り

ま
す
。
一
れヽ
が
、
わ
た
し
た
ち
が
知
っ
て
い
る
大

ユ
で
す
。
か
た
い
大

豆
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
食

へ
に
く
く
、
消
化
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

昔
か
ら
い
ろ
い
ろ
手
を
く
わ
え
て
、
お
い
し
く
食
べ
る
く
ふ
う
を
し
て
き
ま
し

↓
た

。

い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
い
の
は
、
大
豆
を
そ
の
形
の
ま
ま
い
っ
た
り
、
に
た
り
し

て
、
や
わ
ら
か
く
、
お
い
し
く
す
る
く
ふ
う
で
す
。
い
る
と
、
一ユ
ま
さ
に
使
う
豆
に

な
り
ま
す
。
水
に
つ
け
て
や
わ
ら
か
く
し
て
か
ら
に
る
と
、
に
ユ
に
な
り
ま
す
。

正
月
の
お
せ
ち

り
ま
つ
り
に
使
わ
れ
る
黒

ュ
も
、
に
豆
の

一
つ
で
す
。
に
豆
に
は
、

黒
、
茶
、
自
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
色
の
大
豆
が
使
わ
れ
ま
す
。

次
に
、
一
なヽ
に
ひ
い
て
食
べ
る
く
ふ
う
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
や
だ
ん
ご
に
か
け

る
き
な
こ
は
、
大
豆
を
い
っ
て
、
一
なヽ
に
ひ
い
た
も
の
で
す
。

ま
た
、
大
豆
に
ふ
く
ま
れ
る
大
切
な
え
い
よ
う
だ
け
を

取
り
出
し
て
、
ち
が

う
食

品
に
す
る
く
ふ
う
も
あ
り
ま
す
。
大

豆
を

一
ば
ん
水
に
ひ
た
し
て
、
な
め

ら
か
に
な
る
ま
で
す
り
？
か
し
ま
す
。
・
れヽ
に
水
を
く
わ
え
て
、
か
き
ま
ぜ
な
が

ち
熱

し
ま
す
。
そ
の
後
、
ぬ
の
を
使
っ
て
中
身
を
し
ば
り
出
し
ま
す
。
し
ば
り
出

し
た
し
る
に
に
が
り
と
い
つ
も
の
を
く

わ
え
る
と
、
か
た
ま
っ
て
、
と
う
ふ
に
な
り

ま
す
。

さ
ら
に
、
日
に
見
え
な
い
小
さ
な
生

物
の
力
を
か
り
て
、
ち
が
う
食

品
に
す
る

く
ふ
う
も
あ
り
ま
す
。
ナ
ッ
ト
ウ
キ
ン
の
力
を
か
り
た
の
が
、
な
っ
と
う
で
す
。
お



し
た
大
豆
に
ナ
ッ
ト
ウ
キ

′ヽ
を
く
わ
え
、
あ
た
た
か
い
場
所

に

一
日
近
く
お
い
て

作
り
ま
す
。

コ
ウ
ジ
カ
ど
の
力
を
か
り
た
も
の
が
、
み
そ
や
し
ま
つ
ゆ
で
す
。
み
そ
を
作
る

に
は
、
ま
ず
、
ど
し
た
米
か
麦

に
，

ウ
ジ
カ
ビ
を
ま
ぜ
た
も
の
を
用
意
し
ま
す
。

そ
れ
と
、
し
お
を
、
に
て
？
い
し
た
大
豆
に
く
わ
え
て
ま
ぜ
合
わ
せ
ま
す
。
いヽ
た

を
し
て
、
風
通
し
の
よ
い
嗜

い
所
に
半
年
か
ら

一
年
の
間
お
い
て
お
く
と
、
大

豆

は
み
そ
に
な
り
ま
す
。
し
ょ
つ
ゆ
も
、
よ
く
に
た
作
り
方
を
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
と
り

入
れ
る
時

期
や
育
て
方

を
く
ふ
う
し
た
食

へ
方
も

あ
り
ま
す
。
ダ
イ
ズ
を
、
ま
だ
わ
か
く
て
や
わ
ら
か
ヽ
ヽ
、
つ
ち
に
と
り

入
れ
、
さ
や

ご
と
ゆ
で
て
食
べ
る
の
が
、
えヽ
だ
豆
で
す
。
ま
た
、
ダ
イ
ズ
の
た
ね
を
、
日
光
に
当

て
ず

に
水
だ
け
を
や
っ
て
育
て
る
と
、
も
や
し
が
で
き
ま
す
。

一
あ

よ
う
に
、
大
豆
は
い
ろ
い
ろ
な
す

が
た
で
食
．↑
ら
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
作

物
に
く
ら
．へ
て
、
ヽ
んヽ
な
に
多

く
の
食
．へ
方
が
く
ふ
う
さ
れ
て
き
た
の
は
、
大
豆

が
味
も
よ
く
、
畑
の
肉
と
い
わ
れ
る
く

ら
い
た
く
さ
ん
の
４
い
よ
う
を
ふ
く
ん
で

い
る
か
ら
で
す
。
´
のヽ

７
え
、
や
せ
た
土

地
に
も
強
く
、
育
て
や
す
い

一と
か
ら
、

多
く
の
ち

い
き
で
植
え
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
り
ま
す
。
大

豆
の
よ
い
と
こ
ろ
に
気

づ
ヽ
、
食
事
に
取
り

入
れ
て
き
た
昔
の
人

々
の
ち
え
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
ま
す
。

（
光
村

図
書

国
語

一二
年
下

）

一　
理
科
や
社
会
科
に
な
ら
な
い
た
め
の
説
明
文
の
授
業

国
語
科
の
教
科
書
に
は
、
植
物
や
動
物
の
生
態
に
つ
い
て
書
か
れ
て

あ
っ
た
り
、
社
会
問
題
や
歴
史
的
な
事
柄
に
つ
い
て
説
明
し
て
あ
っ
た

り
す
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
、
説
明
的
教
材

（説
明
的

文
章
教
材
）
、
あ
る
い
は
単
に
説
明
文
と
言
う
。
例
え
ば
、

「あ
り
の

行
列
」

〈光
村
図
書
　
一二
年
上
）
で
は
、
昆
虫
の
ア
リ
が
な
ぜ
行
列
を

作
る
の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
科
学
者
が
実
験
を
通
し
て
そ
の
謎
を
解
明

し
て
い
く
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
容
を
し
つ
か
り
読
ん
で

い
く
と
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
理
由
が
理
解
で
き
る
。
昆
虫
好
き
の
子

ど
も
に
と
っ
て
は
楽
し
い
教
材
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
ア
リ
が
行
列
を
作
る
仕
組
み
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
国
語
科

の
時
間
の
目
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
そ
れ
は
理
科

の
時
間
に
学
ぶ
内
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
、
国
語
科
の
時
間
に
説
明
文
を
学
習
す
る
目
的
と
そ
の
方
法

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
理
科
や
社
会
科
の
教
科
書
の
本

文
を
読
む
こ
と
と
、
国
語
科
で
説
明
文
を
読
む
こ
と
と
の
違
い
は
何
だ

ろ
う
か
。

理
科

・
社
会
は
内
容
教
科
で
、
理
科
的

・
社
会
科
的
事
柄
や
事
象
な

ど
の
内
容
そ
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

国
語
は
技
能
教
科
で
、
説
明
文
の
学
習
に
よ
り
、
論
理
的
な

「読
み
方
」

「考
え
方
」

「書
き
方
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
目
的
と
な
る
。
説
明

対
象
の
定
義
、
特
徴
、
価
値
、
効
果
な
ど
を
言
語
で
ど
の
よ
う
に
伝
達

し
て
い
る
か
に
注
目
さ
せ
る
と
よ
い
。

一
一　
説
明
文
の
指
導

〈
こ
説
明
文
指
導
の
第

一
段
階
は
す
ら
す
ら
音
読

児
童
に
音
読
を
さ
せ
る
と
し
て
、
そ
の
基
本
は
教
師
の
範
読
に
耳
を
傾

け
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
範
読
を
聞
か
せ
る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
に
新

出
漢
字
の
読
み
を
教
科
書
に
書
き
込
ま
せ
た
り
、
耳
慣
れ
な
い
言
い
回

し
な
ど
に
注
意
を
さ
せ
た
り
し
な
が
ら
、
文
章
そ
の
も
の
に
慣
れ
さ
せ

て
い
く
。
そ
の
よ
う
に
導
き
、
子
ど
も
た
ち
全
員
が
す
ら
す
ら
と
読
め

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
。

合
０
説
明
文
指
導
の
第
二
段
階
は
段
落
分
け

説
明
文
で
は
、
文
章
の
意
味
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
行
が
変
わ
る
。
こ

の

一
ま
と
ま
り
の
文
章
を
、
形
式
段
落
と
い
う
。
形
式
段
落
は
、
始
ま

り
が

一
マ
ス
空
き
で
書
か
れ
て
お
り
、
日
で
見
て
す
ぐ
に
分
か
る
。
音



読
の
前
に
、　
一
マ
ス
空
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
①
②
③
と
、
段
落
番
号

を
書
き
込
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
。

Ｔ
）
形
式
段
落
を
三
つ
の
ま
と
ま
り
に

教
科
書
に
載

つ
て
い
る
説
明
文
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
二
部
構
成

（は

じ
め

。
中

・
終
わ
り
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

「は
じ
め
」
を

「序

論
」
、

「中
」
を

「本
論
」
、

「終
わ
り
」
を

「結
論
」
と
言
っ
た
り

も
す
る
。

形
式
段
落
が
①
か
ら
⑩
ま
で
あ
つ
た
と
す
る
と
、
内
容
を
捉
え
つ
つ
、

例
え
ば
、

「は
じ
め
」
が
①
と
②
、

「中
」
が
③
か
ら
③
ま
で
、

「終

わ
り
」
が
⑨
と
⑩
、
の
よ
う
に
見
つ
け
さ
せ
る
。
三
つ
の
ま
と
ま
り
そ

れ
ぞ
れ
の
性
格
で
あ
る
が
、

「は
じ
め
」
に
は
、
　
ズ
■
か
ら
、
こ
の
話

題
に
つ
い
て
書
き
ま
す
よ
」
と
い
っ
た
話
題
提
示
の
文
章
や
、

「ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
問
題
提
起

の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。

「中
」
に
は
、
話
題
に
関
す
る
詳
し
い
説

明
や
、
問
題
提
起
に
対
す
る
答
え
が
書
か
れ
、
必
ず
具
体
的
な
事
実
が

い
く
つ
か
述
べ
ら
れ
る
。

「終
わ
り
」
に
は
、

「中
」
の
部
分
で
書
か

れ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
た
り
、
筆
者
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
、

文
章
全
体
を
締
め
く
く
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。

「
引

て―
列
「
割
「
１１

先
の

「す
が
た
を
か
え
る
大
豆
」
を
使
い
、
実
際
に
三
つ
の
ま
と
ま

り
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
さ
ら
に
、
　
コ
ヽ
の
説
明

文
は
ど
ん
な
説
明
文
か
、　
一
文
で
説
明
し
な
さ
い
」
と
い
う
教
師
の
問

い
か
け
で
、
　
コ
ヽ
の
説
明
文
は
、
○
○
の
こ
と
に
つ
い
て
、
○
○
を
例

に
し
て
説
明
し
て
あ
る
文
章
で
す
」
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
活
動
も

し
て
み
よ
う
。

（四
）
説
明
文
教
材
指
導
の
第
二
段
階
は
接
続
詞

小
学
校
で
学
ば
せ
る
べ
き
接
続
詞
の
種
類
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
、
次
の
大
つ
で
あ
る
。

１

同
じ
内
容
を
付
け
足
す
場
合
　
（そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
さ
ら
に
等
）

２

あ
る
事
柄
を
詳
し
く
説
明
す
る
場
合
　
（た
と
え
ば
、
な
ぜ
な
ら
、

ま
た
等
）

３

順
序
よ
く
説
明
す
る
場
合
　
（は
じ
め
に
、
つ
ぎ
に
等
）

４

あ
る
事
柄
と
逆
の
説
明
を
す
る
場
合
　
（し
か
し
、
け
れ
ど
も
、
だ

が
等
）

５

説
明
し
た
い
く
つ
か
の
事
柄
を
ま
と
め
る
場
合
　
（よ
う
す
る
に
、

こ
の
よ
う
に
等
）

６

話
題
を
変
え
る
場
合
　
（さ
て
、
と
こ
ろ
で
、
で
は
等
）

（五
）
説
明
文
教
材
指
導
の
第
四
段
階
は
要
点
整
理

具
体
的
な
例
が
書
い
て
あ
る

「中
」
の
部
分
は
、
分
か
り
や
す
く
す

る
た
め
に
丁
寧
な
説
明
が
あ
る
。
そ
の
文
章
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
短
く
す
る
と
話
の
中
心
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
、

「要

約
す
る
」
と
い
う
。

要
約
す
る
た
め
に
は
、
段
落
ご
と
の
要
点
を
ま
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

重
要
語
句

（キ
ー
ワ
ー
ド
）
を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
段
落
の
要
点

が
見
え
て
く
る
。
段
落
ご
と
の
要
点
を
書
き
出
し
て
大
ま
か
に
整
理
し
、

文
章
仝
体
で
主
張
し
て
い
る
内
容
を
見
出
す
こ
と
を
、

「要
旨
」
を
ま

と
め
る
と
い
う
。

「

Я

刻

訓

刻

２‐

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
段
落
の
中
で
重
要
な
語
句
で
あ
り
、
繰
り
返
し
出

て
く
る
言
葉
で
あ
る
。

「あ
り
の
行
列
」

（既
出
）
の
教
材
文
を
使
い
、

キ
ー
ワ
ー
ド
探
し
、
要
点
の
ま
と
め
を
し
て
み
よ
う
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
次
の
事
柄
な
ど
、
ま
と
め
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

▽
理
科
や
社
会
科
の
教
科
書
の
本
文
を
読
む
こ
と
と
、
国
語
科
で

説
明
文
を
読
む
こ
と
と
の
違
い
を
説
明
せ
よ
。



▽
形
式
段
落
に
分
け
た
あ
と
、
二
部
構
成
や
四
部
構
成
に
ま
と
め

る
と
き
の
基
準
に
つ
い
て
説
明
せ
よ
。

▽
要
点
を
ま
と
め
る
指
導
を
す
る
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
せ
よ
。

▽
説
明
文
の
単
元
で
は
、
並
行
読
書
と
し
て
色
々
な
図
書
を
読
ま

せ
る
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
発
展

・
応
用
の
活
動
と
し
て
、
パ

ン
ブ

レー

ツー
●
づ
く
り
や
、
教
材
文
の
中
の
問
題
点
を
め
ぐ
っ
て

デ
ィ
ベ
＝
劇
を
す
る
こ
と
な
ど
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
事
例
を
調
べ
て
み
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

書
け
な
い
子
で
も
書
け
る
よ
う
に
す
る
作
文
の
授
業

キ
ー
ワ
ー
ド
　

‥
　
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
学
力
、
日
記
指
導
、
生
活
作
文
、

行
事
作
文
、
き
ら
り
と
光
る
作
文
の
ワ
ザ
、
推

敲
と
添
削
、
評
価

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

作
文
を
書
か
せ
る
場
合
、

「先
生
、
書
く
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
言

っ
て
来
る
児
童
が
い
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
指
導
す

れ
ば
、
書
け
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
教
わ

っ
た
先

生
の
指
導
例
な
ど
思
い
出
し
、
指
導
の
ア
イ
デ
イ
ア
を
ま
と
め
て

お
こ
う
。

次
の
資
料
Ａ
・
Ｂ
も
参
考
に
し
て
、
児
童
が
「書
い
て
み
た
い
な
！
」

と
思
う
よ
う
な
ア
イ
デ
イ
ア
を
見
つ
け
て
み
よ
う
。

「

日
記
や
生
活
作
文
、
日
頭
作
文

（話
す
こ
と
か
ら
始
め
る
作
文
）

の
道
じ
る
べ
に
な
る
資
料
で
あ
る
。

心
の
ア
ン
テ
ナ
を
ぴ
ん
と
は

っ
て

日
々
の
体
験
や
感
動
か
ら

い
い
テ
ー
マ
を
つ
か
ま
え
て
書
き
ま
し
よ
う

書 くことが見つからなくて困ったときは、……

「うわしヽ 芽がでた&T

ふ
つ
か
え
つ
て
み
て
、

〈）
い
付
線
を
し
た
な
あ
と

思

っ
た

こ
と

（
）
れ
し
か
つた
こ
と
や

悲
し
か
っ
た
こ
と
、

く
や
し
か
つ
た
こ
と

と
が
で
き
た
こ
と

（）き
な
か
った
こ
と
が
、

で
き
る
よ
う
に
な

つ
た

こ
と

の
人
や
友
逮
と
い
つ
し
ょ
に

や

っ
た

こ
と

大
変
だ
つ
た
け
ど
、

（Ψん
ば
っ
て
や
った
こ
と

日
〓
ろ
や
ら
な

い

０

７

ら
し

い
こ
と
を

し
た
こ
と

口
べ
た
り
　
観
察
し
て

〈り
か
つ
た
こ
と



ｍ
一一Ｍ
旧
回
闇
ｎ
日

気 書
持 く
ち こ
い と
ろ い
い つ

ろ ぱ
い

※ 同誌は附属図書館にもあります !〉
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一　

ま
ず

「書
く
」
こ
と
そ
の
も
の
が
大
事

作
文
に
関
し
て
大
切
な
こ
と
は
、
ま
ず

「書
く
」
こ
と
そ
の
も
の
で

あ
る
。

教
師
は
誤
字

・
脱
字
を
指
摘
し
た
り
、
と
も
か
く
Ａ
Ｂ
Ｃ
を
つ
け
た
り

す
る
の
に
躍
起
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
よ
う
。
児
童
が
何
か
書
い
て
く
れ
な
い
こ

と
に
は
、
指
導
も
評
価
も
何
も
で
き
た
も
の
で
は
な
い
で
は
な
い
か
。

Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
で
も
、
日
本
の
点
数
が
低
下
し
た
時
、
最
も
大
き
な
原

因
は
、
自
由
記
述
問
題
の
無
答
率
だ

っ
た
そ
う
だ
。
書
か
な
い
こ
と
に

は
点
数
が
つ
か
な
い
の
だ
。

「書
く
」
よ
う
に
仕
向
け
る
と
い
う
こ
と

が
、
作
文
指
導
の
第

一
歩
な
の
で
あ
る
。
書
け
て
こ
そ
、
評
価
も
で
き

る
の
で
あ
る
。

一
一　
原
稿
用
紙
を
渡
し
て

「は
い
、
ど
う
ぞ
」
で
は
ダ
メ

小
学
校
の
国
語
科
の
時
間
に
、
い
き
な
り
原
稿
用
紙
を
配
ら
れ
、

「昨

日
の
○
○

（行
事
名
）
の
こ
と
を
作
文
に
し
な
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
経

験
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「え
―
」
と
言
い
な
が
ら
、
と
り
あ
え
ず

「楽
し
か
つ
た
○
○
」
と
題
名
を
書
い
て
、

「き
の
う
、
私
は
～
を
し

ま
し
た
。
」
と
書
き
始
め
た
り
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
す
ぐ

そ
こ
で
鉛
筆
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
次
は
何
を
書
こ
う
か
な
、
と
モ
ジ

モ
ジ
し
て
い
る
と
、
先
生
が
や
っ
て
き
て
、

「あ
ら
、
ま
だ
そ
れ
だ
け

な
の
」
と
言
わ
れ
、
何
も
返
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
授
業
で
は
作
文
に

マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
付
け
る
だ
け
で
あ
る
。

工
夫
次
第
で
、
書
く
力
は
つ
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
指
導
法
に
つ
い

て
、
し
つ
か
り
と
検
討
し
て
い
こ
う
。

〓
一　
日
記
は
作
文
の
ネ
タ
帳
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

知

っ
て
の
と
お
り
、
学
校
な
ど
で
行
事
が
あ
る
度
に
書
く
作
文
を
行

事
作
文
と
い
う
。
そ
れ
な
り
に
意
味
は
あ
る
が
、
先
の
二
の
よ
う
に
な

っ
て
は
い
け
な
い
。
書
く
力
を
つ
け
る
に
は
、
継
続
し
て
書
く
活
動
を

さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
こ
で
日
記
が
役
立
つ
こ
と
と
な
る
。

ス
モ
ー
ル

・
ス
テ
ッ
プ
法
の
重
視
、
短
作
文

（普
通
の
、
長
め
で
は

な
い
作
文
）
で
書
く
経
験
の
尊
重
と
い
っ
た
観
点
か
ら
提
言
し
た
い
。

以
前
は
、
宿
題
と
し
て
日
記
を
書
く
と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し

か
し
、
最
近
で
は
、
教
師
の
多
忙
化
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
書
か

せ
っ
ば
な
し
で
終
わ
る
危
険
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
毎
日
の
宿
題
で
日
記
を
書
か
せ
る
の
は
、
児
童
に
も
教
師

に
も
負
担
が
大
き
い
。
例
え
ば
月

・
水

・
金
曜
日
は

「日
記
の
日
」
と

い
う
具
合
に
、　
一
週
間
に
二
な
い
し
は
三
回
課
す
の
が
適
当
か
と
思
わ

れ
る
。

教
師
が
き
ち
ん
と
責
任
を
持
っ
て
チ

エ
ッ
ク
で
き
る
体
制
で
日
記
を

書
か
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
日
記
は
作
文

の
ネ
タ
帳
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
あ
る
日
や
、
何
日
か
の
日
記
を
推
敲
し
た
り
、
付
け
足
し
を

し
た
り
し
て
編
集
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
作
文
が
仕
上
が
る
と

い
う
可
能
性
も
出
て
く
る
。

四
　
日
記
指
導
～
そ
の
コ
ツ
～

宿
題
に
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
ワ
ン
パ
タ
ー
な
内
容
に
な
っ
た
り
、

長
続
き
し
な
か
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
が
起
き
る
。
そ
こ
で
、
教
師
の
工

夫
が
い
る
わ
け
だ
が
、
自
由
題
で
書
か
せ
る
だ
け
で
な
く
、
教
師
か
ら

日
記
に
書
き
た
く
な
る
よ
う
な

「テ
ー
マ
」
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
も

有
効
で
あ
る
。

子
ど
も
の
自
由
だ
け
に
任
せ
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
出
来
事
だ
け

の
日
記
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
四
例
の
よ
う
に
、
児
童

が
書
き
た
く
な
る
よ
う
な
テ
ー
マ
を
と
も
に
考
え
て
設
定
す
る
と
、
書

く
意
欲
の
向
上
に
つ
な
が
る
。

１
　
な
り
き
り
日
記

（物
に
な
り
き
っ
て
擬
人
法
を
意
識
し
て
書
く
）

２
　
国
語
日
記

（国
語
の
授
業
で
面
白
か
つ
た
こ
と
や
分
か
ら
な
い
こ

と
を
書
く
↓
他
の
教
科
で
も
よ
い
）

３
　
笑
い
話
日
記

（自
分
の
失
敗
談
や
家
族
の
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

紹
介
す
る
）



４
　
あ
り
が
と
う
日
記

（
一
日
の
中
で
友
だ
ち
や
家
族
に
感
謝
し
た
こ

と
な
ど
を
書
く
）

「キ
ラ
リ
日
記
の
ワ
ザ
」
と
し
て
、
お
奨
め
の
書
き
方
を
提
示
す
る

方
法
を
編
み
出
し
た
教
師
も
い
る
。
使
え
る
ワ
ザ
を
、
年
表
の
形
式
に

し
て
残
す
の
で
あ
る
。
初
期
の
段
階
で
は
、
自
由
に
書
か
せ
る
。
あ
る

期
間
を
経
て
、
日
記
の
表
現
の
中
に
キ
ラ
リ
と
光
る
も
の
を
見
つ
け
た

ら
、
翌
日
全
員
に
紹
介
し
、
そ
の
後

「キ
ラ
リ
日
記
の
ワ
ザ
」
と
し
て
、

教
室
の
適
切
な
位
置
に
掲
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、

「
い
つ
。
だ
れ
が

。
何
を

。
ど
う
し
た
」
が
し
っ
か
り
書

け
て
い
る
子
が
い
れ
ば
必
ず
ほ
め
て
、
こ
れ
を

「キ
ラ
リ
日
記
の
ワ
ザ

ー
号
」
と
す
る
。
日
付
も
入
れ
て
お
く
。
会
話
文
が
日
記
の
中
に
あ
れ

ば
、

「会
話
を
入
れ
る
と
日
記
が
ぐ
っ
と
面
白
く
な
る
↓
キ
ラ
リ
日
記

の
ワ
ザ
２
号
」
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
上
の
工
夫
を
教
師
が
見
つ
け
、

ほ
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
価
値
付
け
、
全
員
が
使
え
る
作
文
の
ワ
ザ
と
し

て

一
般
化

・
共
有
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

五
　
教
科
書
の
作
文
単
元
が
日
記
の
有
効
利
用
で
よ
り
生
き
生
き
と

子
ど
も
の
日
記
そ
の
も
の
や

「キ
ラ
リ
日
記
の
ワ
ザ
」
か
ら
、　
一
般

の
書
く
こ
と

・
作
文
の
教
科
書
単
元
で
生
か
さ
れ
る

。
応
用
で
き
る
技

術
を
整
理
し
て
い
く
と
よ
い
。

「会
話
を
入
れ
る
」
や

「
５
Ｗ
ｌ
Ｈ
を
使
う
」
な
ど
、
光
る
表
現
を

使

っ
て
い
く
の
が

一
般
的
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
書
き
手
の

思
い
を
正
し
く
相
手
に
伝
え
る
よ
う
に
、

「読
み
返
し
」
を
し
て
、
推

敲
す
る
技
術
も
奨
励
し
た
い
。
例
え
ば
、
句
読
点
の
打
ち
方
、
段
落
替

え

・
改
行
の

一
マ
ス
下
げ
、
カ
ギ
か
っ
こ
の
使
い
方
、
誤
字

・
脱
字
の

チ

ェ
ツ
ク
な
ど
、
表
記
の
形
式
面
に
注
意
を
払
う
こ
と
の
価
値
付
け
を
、

こ
と
あ
る
毎
に
伝
え
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

劉

つ―
劇
冽
劃
引

次
の
二
年
生
の
男
子
が
書
い
た
作
文
の
指
導
を
考
え
る
。

以
下
の
三

つ
の
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
指
導
す
る
か
、
ア
イ
デ

イ

ア
を
出
し
合
お
う
。

さ
ん
か
ん
び

二
年
　
Ａ

ぼ
く
は
、
今
日
さ
ん
か
ん
日
が
あ
り
ま

し
た
。
算
数
の
か
け
算
を
勉
強
を
し
ま

し
た
。
七
の
だ
ん
を
さ
い
し
よ
か
ら
言

つ
た
ら
分
か
ら
な
く
な

つ
て
し
ひ
ち
二

四
と
何
ど
も
言

っ
た
ら
み
ん
な
が
わ
ら

っ
た
の
で
な
き
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

先
生
が
い
い
ん
だ
よ
お
ち

つ
い
て
ね
。

と
い
っ
た
の
で
な
か
な
い
で
が
ん
ば
り

ま
し
た
。
い
つ
も
は
す
ら
す
ら
言
え
る

の
に
お
母
さ
ん
が
来
た
か
ら
ド
キ
ド
キ

し
ま
し
た
。
帰

っ
て
お
母
さ
ん
と
い
っ

し
ょ

一
の
だ
ん
か
ら
九
の
だ
ん
ま
で
言

つ
た
ら
ま
ち
が
え
ず
に
言
え
た
の
で
よ

か

つ
た
で
す
。

ア
　
い
い
表
現
を
ほ
め
る
点

イ
　
表
記
面
の
改
善
点

↓
　
誤
字
脱
字
や
原
稿
用
紙
の
使
い
方
等

ウ
　
さ
ら
な
る
意
欲
づ
け
の
言
葉
を
与
え
る
と
し
た
ら

み
な
さ
ん
が
考
え
る
と
し
て
、
お
よ
そ
次
の
こ
と
が
出
る
よ
う
に
思

う

。

会
話
を
取
り
入
れ
て
書
い
て
い
る
。

学
校
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
さ
せ
、
帰
宅
後
の
こ
と
も
書

い
て
い
る
。
等

一
段
落
構
成
で
な
く
、
複
数
の
段
落
に
分
け
る
方
が
よ
い
。



一
番
よ
い
の
は
、
終
わ
り
か
ら
四
行
日
の

「帰

っ
て
…
」

の
と
こ
ろ
で
段
落
を
変
え
る
こ
と
。

本
文

一
行
日
の

「ぼ
く
は
、
」
は
な
く
て
よ
い
。

冒
頭
文
は
、
　
ズ

，
日
は
、
さ
ん
か
ん
日
が
あ
り
ま
し
た
。
」

に
す
る
と
よ
い
。
等

ウ
　
な
か
な
い
で
、
さ
い
ご
ま
で
よ
く
が
ん
ば

っ
た
ね
。
Ａ
く

ん
の
き
も
ち
が
、
よ
く
つ
た
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
せ
ん
せ

い
と
い
っ
し
よ
に
、
ま
た
れ
ん
し
ゆ
う
し
ま
し
ょ
う
。
等

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
次
の
事
柄
な
ど
、
ま
と
め
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

▽
先
ほ
ど
の
「さ
ん
か
ん
び
」
と
い
う
二
年
生
の
作
文
を
も
と
に
、

「小
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説

国
語
編
」
第

一
学
年
及
び
第
二

学
年
の

「書
く
こ
と
」
の
解
説
と
突
き
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
こ

の
よ
う
な
指
導
を
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
見

っ
け
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
よ
う
。
例
え
ば
、

「
工

推
敲
に
関
す

る
指
導
事
項
」
の
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
書
く
こ
と
の
表
現
過
程

に
沿
っ
て
、
話
題
や
題
材
の
絞
り
方
、
事
柄
の
順
序
、
語
と
語

及
び
文
と
文
と
の
つ
な
が
り
の
明
確
さ
な
ど
を
意
識
し
な
が
ら
、

「文
章
を
読
み
返
す
習
慣
を
付
け
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調

し
て
い
る
。
ま
た
、
書
い
た
文
を
音
読
し
て
み
る
こ
と
な
ど
も

読
み
返
す
習
慣
を
付
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
、
と
し
て
い
る
。

「間
違
い
な
ど
に
気
付
き
、
正
す
」
た
め
に
は
、
語
句
の
使
い

方
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
、　
一
文

一
文
を
丁
寧
に
読
み
返
し
て

い
き
、
読
み
返
す
際
に
は
、
主
語

・
述
語
の
つ
な
が
り
や
句
読

点
の
打
ち
方
な
ど
の
構
文
上
の
明
確
さ
や
、
長
音
、
拗
音
、
促

音
、
接
音
、
助
詞
の

「は
」
、

「
へ
」
及
び

「を
」
な
ど
の
正

し
い
表
記
、
敬
体
や
常
体
に
よ
る
文
末
表
現
の
正
し
い
使
い
方

な
ど
に
注
意
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
し
て
い
る
点
な
ど
も
参

考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の
授
業

キ
ー
ヮ
ー
ド
　
‥
　
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る

事
項
、
昔
話
や
神
話

・
伝
承
、
易
し
い
文
語
調

の
短
歌
や
俳
句
、
長
い
問
使
わ
れ
て
き
た
こ
と

わ
ざ
や
慣
用
句

・
故
事
成
語
、
親
し
み
や
す
い

古
文
や
漢
文

・
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
、

古
典
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
章

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

声
に
出
し
て
読
み
た
い
日
本
語

（作
品
）
に
つ
い
て
、
あ
な
た
な

ら
何
を
挙
げ
る
か
、
そ
の
ね
ら
い
な
ど
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

自
分
が
好
き
な
作
品
の
具
体
的
な
箇
所
を
挙
げ
、
そ
の
理
由
を
書

い
て
み
よ
う
。

明
治
大
学
教
授
の
齋
藤
孝
は
、
そ
の
著

『
声
に
出
し
て
読
み
た
い

日
本
語
』

（草
思
社
）
で
、

「知
ら
ざ
あ
言
っ
て
間
か
せ
や
し
よ

う
」
…
歌
舞
伎
の
弁
天
娘
女
男
白
浪

（白
浪
五
人
男
）
、

「ど
つ

ど
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
ど
　
ど
ど
う
」
…
宮
沢
賢
治
の

『
風

の
又
二
郎
』
、

「祗
園
精
合
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
」

…

『
平
家
物
語
』
な
ど
、
数
多
く
の
名
文
を
挙
げ
て
い
る
。
参
考

に
し
て
、
自
分
で
も
過
去
に
習

っ
た
教
材
か
ら
発
掘
し
て
み
よ
う
。

一
　

日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
重
視

小
学
校
で
古
典
を
学
ぶ
目
的
を
理
解
し
、
指
導
の
工
夫
を
探
り
た
い
。

小
学
校
で
は
、
以
前
か
ら
平
安
時
代
等
の
短
歌

・
江
戸
時
代
等
の
俳
句

・

「附
子

（ボ
す
）
」
の
よ
う
な
狂
言
や

「寿
限
無

（じ
ゆ
げ
む
）
」
な

ど
の
落
語
等
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
、
そ
れ
な
り
に
古
典
に
親
し
ん
で

き
た
。



加
え
て
、
平
成
二
三
年
度
か
ら
は
、
本
格
的
に
古
典
の
指
導
が
取
り

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
は
中
学
校
の
教
材
で
あ

っ
た

「枕

草
子
」

「平
家
物
語
」
等
が
、
小
学
校
の
教
科
書
で
も
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
学
校
の
古
典
の
授
業
は
ど
う
あ

る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
声
に
出
し
て
味
わ
う
古
典
の

指
導
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

一
一　
小
学
校
で
古
典
の
指
導
が
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト

一
。
二
年
生
で
は
、
昔
話
や
神
話

・
伝
承
な
ど
の
本
や
文
章
の
読
み

聞
か
せ
を
開
い
た
り
、
発
表
し
合

っ
た
り
す
る
こ
と
が
取
り
入
れ
ら
れ

た
。
三

・
四
年
生
で
は
、
易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、

情
景
を
思
い
浮
か
べ
た
り
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
り
な
が
ら
音
読
や
暗
唱

を
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
長
い
間
使
わ
れ
て
き
た
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、

故
事
成
語
な
ど
の
意
味
を
知
り
、
使
う
こ
と
を
学
ぶ
。
五

・
六
年
生
で

は
、
親
し
み
や
す
い
古
文
や
漢
文
、
近
代
以
降
の
文
語
調
の
文
章
に
つ

い
て
、
内
容
の
大
体
を
知
り
、
音
読
す
る
こ
と
や
、
古
典
に
つ
い
て
解

説
し
た
文
章
を
読
み
、
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ
と

に
取
り
組
む
。

小
学
校
に
お
け
る
古
典
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
音
読
を
中
心
に
、

た
く
さ
ん
の
作
品
を
読
み
、
音
の
響
き
や
七
五
調
の
リ
ズ
ム
を
楽
し
み

な
が
ら
、
内
容
の
大
体
や
昔
の
人
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
知
る
こ

と
で
あ
る
。
語
句
の
解
釈
や
古
典
文
法
、
あ
る
い
は
現
代
語
文

へ
の
翻

訳
な
ど
は
重
要
で
な
い
。
要
は
、
古
典
嫌
い
の
子
を
育
て
な
い
よ
う
に
、

楽
し
く
授
業
し
、
よ
り
多
く
の
作
品
に
出
会
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

〓
一　
古
典
を
言
葉
の
学
び
に
つ
な
げ
る
工
夫

第

一
は
、
見
せ
る
工
夫
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
①

か
ら
⑤
ま
で
考
え
ら
れ
る
。

①
原
文
や
現
代
語
訳
を
大
き
く
書
い
た
も
の
を
提
示
す
る
。

②
絵
巻
物
の
よ
う
に
提
示
す
る
。

③
作
品
の
イ
メ
ー
ジ

（枕
草
子
で
あ
れ
ば
朝
焼
け
の
空
の
映
像
）
を
ス

ラ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
提
示
す
る
。

④
イ
ラ
ス
ト
等
を
使

っ
て
分
か
り
や
す
く
解
説
す
る
。

⑤
動
作
化
や
劇
化
を
取
り
入
れ
る
。

第
二
は
、
声

・
音
声
言
語
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
次

の
工
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
対
話
化
な
ど
の
掛
け
合
い
形
式
で
読
む
。

②
多
人
数
に
よ
る
群
読
形
式
を
取
り
入
れ
て
読
む
。

③
台
詞
を
工
夫
し
た
演
劇
形
式
で
読
む
。

④
方
言
を
取
り
入
れ
て
音
読
す
る
。

⑤
メ
ロ
デ
ィ
や
リ
ズ
ム
な
ど
、
歌
の
要
素
を
取
り
入
れ
る
。

四
　
実
際
の
教
材
を
見
て
み
よ
う

こ
こ
で
は
、
電
子
教
科
書
の
実
際
の
中
身
を
見
て
、
学
習
の
イ
メ
ー

ジ
を
掴
ん
で
も
ら
い
た
い
。
教
室
で
提
示
す
る
の
は
、
五
年
生
の
古
典

学
習
の
教
材
例

（東
京
書
籍
版
）
で
あ
る
。
み
ご
と
に
子
ど
も
た
ち
の

興
味
を
高
め
る
仕
組
み
に
な

っ
て
い
る
の
が
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
思

一^″́
。さ

ら
に
、
ｉ
Ｐ

ａ
ｄ
に
よ
り
、
文
部
科
学
省
の
サ
イ
ト
中
の

『
言
語

活
動
の
充
実
に
関
す
る
指
導
事
例
集
～
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等

の
育
成
に
向
け
て
～

【小
学
校
版
】
』

（平
成
二
三
年

一
〇
月
、
文
部

科
学
省
）
を
開
け
て
見
て
も
ら
う
。
小
学
校
五
年
の
古
文
の
音
読
を
中

心
と
し
た
実
践
例
は
秀
逸
で
あ
る
。
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
の
で
、
工

夫
点
を
見
つ
け
て
も
ら
い
た
い
。
の
ち
に
、
小
グ
ル
ー
プ
で
交
流
す
る

よ
う
に
時
間
を
取
る
つ
も
り
で
あ
る
。

五
　
音
読
を
大
切
に
す
る

出
水
市
立
出
水
中
学
校
教
諭
で
あ
る
穐
田
美
奈
子
氏
は
、
伝
統
的
な

言
語
文
化
の
学
習
に
お
い
て
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
を
、
小
中
学
校
の

学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
指
導
事
項
や
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

（
「鹿
児
島
県
総
合

教
育
セ
ン
タ
ー
平
成
二
四
年
度
長
期
研
修
報
告
書
」
よ
り
）



①

土
曰
話
や
神
話
な
ど
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
き
取
る
力

②

易
し
い
文
語
調
の
短
歌
や
俳
句
に
つ
い
て
、
リ
ズ
ム
を
感
じ
、
音

読

・
暗
唱
す
る
力

③

文
語
調
の
文
章
を
音
読
す
る
力

④

文
語
の
き
ま
り
や
訓
読
の
仕
方
を
理
解
す
る
力

⑤

古
典
の
文
章
の
独
特
の
リ
ズ
ム
に
気
付
き
、
味
わ
う
力

⑥

現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
作
品
の
内
容
を
理
解

す
る
力

⑦

作
品
に
描
か
れ
た
情
景
や
登
場
人
物
の
心
情
を
想
像
し
な
が
ら
読

む
カ

③

作
品
を
比
べ
て
読
み
、
共
通
す
る
も
の
や
違
う
も
の
な
ど
に
気
付
く

力
⑨

時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
上
で
古
典
を
読
み
、
社
会
や
自
然
な
ど
、
作

品
の
世
界
を
理
解
す
る
力

こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
小
学
校
段
階
で
は
、
古
典
に
慣
れ
親
し
む
と

い
う
観
点
か
ら
、
と
り
わ
け
二
番
目
に
あ
る

「文
語
調
の
文
章
を
音
読

す
る
力
」
を
大
切
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
今
回
の
学
習
を
踏
ま
え
、
次
の

「竹
取
物
語
」
の
教

科
書
例
を
読
み
、
効
果
的
な
指
導
の
あ
り
方
を
ま
と
め
て
お
く

と
よ
い
だ
ろ
う
。

竹
取
物
語

今
は
昔
、
竹
取
の
翁

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
野
山
に
ま
じ
り
て
竹

を
取
り
つ
つ
、
よ
ろ
づ

の
こ
と
に
使

ひ
け
り
。
名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み

や
つ
こ
と
な

む

い
ひ
け
る
。

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る
竹
な

む

一
筋
あ
り
け
る
。
あ
や
し
が
り

て
、
寄
り
て
見
る
に
、
筒
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を
見
れ
ば
、
三
寸
ば
か

り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く

し

う
て

ゐ

た
り
。

【現
代
語
訳
】

土日
、
竹
取
の
翁
と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
。
翁
は
、
野
山
に
分
け
入
っ
て

竹
を
取
っ
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
物
を
作
る
の
に
使

っ
て
い
た
。
名
前
を

「さ
ぬ
き
の
み
や

つ
こ
」
と
い
っ
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
そ
の
竹
林
の
中
に
、
根
元
の
光
る
竹
が

一
本
あ
っ
た
。

不
思
議
に
思

っ
て
、
近
寄

っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が
光
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
見
る
と
、
手
に
の
る
ぐ
ら
い
の
小
さ
な
人
が
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い

様
子
で
す
わ

っ
て
い
た
。

【解
説
】

「竹
取
物
語
」
は
、
千
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
物
語
で
す
。
作
者
は

分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
物
語
は
、
今
は
、

「か
ぐ
や
ひ
め
」
の
名
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

物
語
の
中
の
、
現
実
に
は
起
こ
ら
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
出
来
事
に
わ

く
わ
く
す
る
の
は
、
音
の
人
も
、
今
の
わ
た
し
た
ち
も
、
同
じ
な
の
で
し

卜一
一ｎ′。

討
論
や
発
表
を
楽
し
む
授
業

キ
ー
ワ
ー
ド
　
ー
　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
デ
イ
ベ
ー
ト
、
自
己

紹
介
、
イ
メ
ー
ジ

マ
ッ
プ
、
Ｋ
Ｊ
法

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

子
ど
も
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
け
る
話
し
合
い
活
動
に
は
ど
の
よ

う
な
も
の
が
あ
る
の
か
出
し
て
み
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
国
語
科

の
授
業
で
は
ど
ん
な
力
を
つ
け
て
お
く
べ
き
か
、
考
え
を
ま
と
め

て
お
く
。

次
の
教
材

（光
村
図
書
二
年
下
よ
り
）
を
参
考
に
す
る
と
よ
い
。



単
元
　
す
す
ん
で
考
え
を
出
し
合
お
う
　
話
す

。
聞
く

み
ん
な
で
き
め
よ
う

「夕
や
け
こ
や
け
」
の
が
っ
そ
う

話
し
合

つ
て
き
め
る
こ
と

ど
ん
な
が
つ
そ
う
に
す
る
か
。

・
ど
ん
な
が
っ
き
を
つ
か
う
か
。

・
ど
ん
な
く
ふ
う
を
す
る
か

や
く
わ
り

・
だ
れ
が
、
何
を
す
る
か
。

Ｃ
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
は
、
は
つ
ぴ
よ
う
会
で
、

「夕
や
け
こ
や
け
」

の
が
っ
そ
う
を
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
今
、
ど
ん
な
が

つ
そ
う
に
し
た

ら
よ
い
か
に
つ
い
て
、
話
し
合

っ
て
い
ま
す
。

せ
と
さ
ん
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
に
話
し
合

っ
て
い
る
で
し
よ
う
か
。

見
て
み
ま
し
ょ
う
。

Ａ
く
ん

「今
か
ら
、
ど
ん
な
が
つ
そ
う
に
し
た
ら
い
い
か
を
話
し
合
い

ま
す
。
」

Ｃ
さ
ん

「わ
た
し
は
、
秋
に
み
ん
な
で
れ
ん
じ
ゆ
う
し
た
、
け
ん
ば
ル

ハ
ー
モ
ニ
カ
を
ひ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

Ｄ
く
ん

「ぼ
く
は
、
ほ
か
の
が
っ
き
も
入
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
音
が
す
る
ほ
う
が
、
き
く
人
が
楽
し
い
と
思
う
か

ら
で
す
。
」

Ｃ
さ
ん

「ど
ん
な
が
っ
き
が
い
い
で
す
か
。
」

Ｄ
く
ん

「タ
ン
プ
リ
ン
や
、
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
」

Ｂ
さ
ん

「わ
た
し
は
、
歌
も
入
れ
た
ら
い
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
う

で
す
か
。
」

Ｃ
さ
ん

「わ
た
し
も
、
歌
を
入
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。
」

Ｄ
く
ん

「そ
れ
で
は
、
が
つ
き
は
、
け
ん
ば
ん
ハ
ー
モ
ニ
カ
と
タ
ン
プ

リ
ン
と
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
を
つ
か
う
。
歌
も
入
れ
る
と
い
う
こ

と
で
、
い
い
で
す
ね
。
」

▼
話
し
合
い
を
す
す
め
て
い
る
人
は
い
ま
す
か
。

▼
し
つ
も
ん
と
答
え
は
ど
れ
で
す
か
。

▼
言
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
や
、
言
い
方
が
じ
よ

う
ず
だ
な
と
思
う
と
こ
ろ
を
見
つ
け
ま
し
ょ
う
。

▼
あ
な
た
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
を
ま
ね
し
た
い
で
す
か
。

話
し
合
う
と
き
は

。
話
し
合
い
を
す
す
め
る
人
を
き
め
る
。

・
考
え
た
こ
と
を
す
す
ん
で
話
す
。

・
話
し
て
い
る
人
を
見
て
開
く
。

。
さ
い
ご
ま
で
開
い
て
か
ら
話
す
。

。
き
か
れ
た
こ
と
に
答
え
る
。

Ｃ
さ
ん
た
ち
は
、
話
し
合
い
が
お
わ
つ
た
後
、
自
分
の
話
し
方
や
間

き
方
に
つ
い
て
ふ
り
か
え
り
ま
し
た
。

Ａ
く
ん

「自
分
の
考
え
は
話
せ
た
。
こ
ん
ど
は
、
友
だ
ち
の
話
を
し
つ

か
り
開
け
る
よ
う
に
し
た
い
な
。
」

Ｃ
さ
ん

「開
い
て
い
る
人
が
う
な
ず
い
て
く
れ
た
か
ら
、
話
し
や
す
か

っ
た
。
わ
た
し
も
そ
う
し
よ
う
。
」

Ｃ
さ
ん
た
ち
は
、
こ
の
後
、
や
く
わ
り
を
き
め
る
話
し
合
い
を
し
ま

し
た
。

〈
こ
ん
な
こ
と
を
話
し
合

つ
て
み
よ
う
〉

。
は
っ
ぴ
ょ
う
会
で
す
る
こ
と
上
ハ
年
生
を
お
く
る
会
の
出
し
も
の

・

ク
ラ
ス
の
お
楽
し
み
会
の
計
画

▼
話
し
合
い
を
し
て
み
ま
し
よ
う
。
あ
な
た
の
ク
ラ
ス
で
は
、
ど
ん

な
こ
と
を
話
し
合
い
で
き
め
ま
す
か
。

▼
話
し
合
う
と
き
に
、
ど
ん
な
こ
と
に
気
を
つ
け
た
い
で
す
か
。
あ

な
た
の
め
あ
て
を
書
き
ま
し
よ
う
。



一　

現
代
は
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
イ
ベ
ー
ト
の
時
代

社
会
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
こ
の
十
年
ほ
ど
の
間
に
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
や
デ
イ
ベ
ー
ト
な
ど
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
調
べ
た
内

容
を
口
頭
発
表
す
る
形
式
の
授
業
が
小
学
校
で
も
増
え
て
き
た
。
中
で

も
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
に
つ
い
て
は
、
国
語
科
以
外
の
教
科
で
も
多

く
行
わ
れ
て
い
る
。
小
学
校
の
時
か
ら
人
を
説
得
す
る
力
や
討
論
す
る

力
を
身
に
付
け
る
た
め
に
、
教
科
書
に
も
様
々
な
教
材
が
用
意
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
や
デ
イ
ベ
ー
ト
の
よ
う
な
言
語

活
動
で
身
に
付
け
る
力
を
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
指
導
す
れ
ば
い
い
の

か
を
考
え
よ
う
。

調
べ
た
こ
と
を
、
模
造
紙
に
書
い
た
り
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ

た
り
し
て
発
表

（プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
）
す
る
機
会
が
増
え
て
き
て

い
る
。
高
学
年
で
は
討
論
を
す
る
単
元
が
入
っ
て
お
り
、
討
論
形
態
の

一
つ
と
し
て
デ
イ
ベ
ー
ト
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
学
習
に
よ
り
、
論
理
的
な

「思
考
力
」
、
情
報
収
集
と
取

捨
選
択
の

「判
断
力
」
、
分
か
り
や
す
く
発
表
す
る

「表
現
力
」
が
身

に
付
く
わ
け
で
あ
る
。

劉
引
刹
割
「
引
烈

・ＩＨ
割
即
口
剛
剣

次
の
手
順
で
話
し
、
あ
と
で
振
り
返
り
を
し
よ
う
。

１
．
私
は
、
○
○
○
○
で
す
。

２
．
○
○
か
ら
通
っ
て
い
ま
す
。

３
．
自
分
に
と
つ
て
大
切
な
も
の
は
、
～
で
す
。

４
．
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
～
か
ら
で
す
。
＋

α

５
．
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

※
３
で
具
体
物
を
出
す
な
ら
ば
、
シ
ョ
ウ
＆
テ
ル
と
な
る
。

一
一　
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
学
習
活
動

あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
調
べ
た
内
容
を
口
頭
で
発
表
す
る
表
現
活

動
の
こ
と
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
と
い
う
。
基
本
的
に
は
、
次
の
よ

う
な
ス
テ
ツ
プ
と
な
っ
て
い
る
。

①
テ
ー
マ
設
定

（何
に
つ
い
て
発
表
す
る
か
）

②
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
考
察

（テ
ー
マ
の
中
で
特
に
興
味
の
あ
る
事

柄
は
何
か
）

③
リ
サ
ー
チ

（テ
ー
マ
に
関
す
る
資
料
を
調
べ
る
）

④
再
構
築

（リ
サ
ー
チ
し
た
内
容
を
吟
味
し
て
、
発
表
に
必
要
な
も

の
を
取
捨
選
択
す
る
）

⑤
資
料
づ
く
り

（聞
き
手
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
、
日
で
見
て
分

か
る
資
料
を
作
る
）

⑥
発
表
原
稿
づ
く
り

（資
料
に
基
づ
い
て
発
表
す
る
た
め
の
読
み
原

稿
づ
く
り
）

⑦
発
表
練
習

（話
し
方

・
資
料
の
示
し
方

・
簡
単
な
ス
キ
ッ
ト
な
ど

の
練
習
）

③
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス

（本
番
）

〓
一　
デ
イ
ベ
ー
ト
学
習
活
動

あ
る
テ
ー

マ
に
つ
い
て
、
肯
定
派
と
否
定
派
に
分
か
れ
て
討
論
す
る

形
式
の
話
合
い
活
動
の
こ
と
を
デ
イ
ベ
ー
ト
と
い
う
。

第

一
次
は
、
個
の
考
え
を
表
出
し
合
う
過
程
で
、

「イ
メ
ー
ジ

マ
ッ

プ
」
を
使

っ
た
伝
え
合
い
を
す
る
。

第
二
次
は
、
テ
ー
マ
に
関
す
る
資
料
を
収
集
し
、
そ
れ
ら
を
伝
え
合

う
過
程
で
、

「調
べ
学
習
計
画
書
」
を
書
い
て
伝
え
合
う
。

第
二
次
は
、
情
報
を

「分
類

・
吟
味

・
選
択

。
関
連
」
さ
せ
、
論
理

を
構
築
す
る
過
程
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
①
集
め
た
情
報
を
吟
味
し
、

整
理
す
る

（
「調
ベ
カ
ー
ド
」
の
伝
え
合
い
）
段
階
、
②
情
報
を
選
択

し
、
関
連
付
け
る

（
「デ
ィ
ベ
ー
ト
立
論
マ
ッ
プ
」
を
作
成
す
る
）
段

階
が
あ
る
。

第
四
次
は
、
デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ツ
チ
を
行
う
過
程
で
あ
る
。
①
立
論
②

質
問
③
反
論
④
最
終
弁
論
し
た
の
ち
判
定
、
と
い
う
流
れ
が

一
般
的
。

途
中
に
作
戦
タ
イ
ム
が
入
る
。

（全
体
で
四
〇
分
程
度
）



劉

剤

冽

劃

馴

「

Ｊ

ヨ

「

¶

＝

二
人
組
を
つ
く
る
。
後
に
示
し
た
立
論
原
稿
を
読
み
、
廃
止
を
肯
定

す
る
側
か
、
廃
上
を
否
定
す
る
側
か
、
ど
ち
ら
を
担
当
す
る
か
決
め
る
。

そ
の
後
、
次
の
よ
う
に
進
め
る
。

１
　
肯
定
側
の
人
は
あ
え
て
否
定
側
に
な
る
。
そ
の
原
稿
を
読
ん
で

主
張
す
る
。
同
様
に
、
否
定
側
の
人
は
あ
え
て
肯
定
側
に
な
り
、

そ
の
原
稿
を
読
ん
で
主
張
す
る
。

２
　
お
互
い
の
主
張
に
質
問
や
反
論
を
し
て
み
る
。

３
．
ミ
ニ
デ
イ
ベ
ー
ト
が
終
わ

つ
た
ら
、
お
互
い
に
感
想
を
述
べ
合

い
、
健
間
を
た
た
え
合
う
。

※
指
定
の
時
間
よ
り
早
く
終
わ

つ
た
人
た
ち
は
、
振
り
返
り
を
し

て
お
く
よ
う
に
し
よ
う
。

デ
ィ
ベ
ー
ト
マ
ッ
チ
の
流
れ

①
否
定
側
立
論
タ
イ
ム

②
肯
定
側
立
論
タ
イ
ム

★
作
戦
タ
イ
ム

③
肯
定
側
質
問
タ
イ
ム

④
否
定
側
質
問
タ
イ
ム

★
作
戦
タ
イ
ム

⑤
肯
定
側
反
論
タ
イ
ム
　
否
定
側
攻
撃

⑥
否
定
側
反
論
タ
イ
ム
　
上目
定
側
攻
撃

★
作
戦
タ
イ
ム

⑦
否
定
側
最
終
弁
論

③
肯
定
側
最
終
弁
論

飲
み
物
自
動
販
売
機
は
道
路
に
置
い
て
あ
る
冷
蔵
庫
で
あ
る
。
夏
の

炎
天
下
、
い
つ
来
る
か
も
分
か
ら
な
い
お
客
さ
ん
の
た
め
に
、
自
動
販

売
機
は
ジ

ュ
ー
ス
を
二
十
四
時
間
冷
や
し
続
け
て
い
る
。

日
本
中
の
自
動
販
売
機
が
使
っ
て
い
る
電
力
量
は
、
年
間
七
十
人
億

キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
も
お
よ
ぶ
。
こ
れ
は
、
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉

一
基

が

一
年
間
に
発
電
す
る
電
力
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
日
本
の
発
電
量
の
人
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
火
力
発
電
で
あ

る
。
そ
の
原
料
で
あ
る
原
油
の
ほ
と
ん
ど
は
輸
入
に
頼
つ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
は
今
す
ぐ
に
で
も
自
動
販
売
機
を
廃
上
し
て
電

気
と
資
源
の
節
約
を
す
べ
き
だ
。

自
動
販
売
機
を
廃
止
す
れ
ば
、
自
動
販
売
機
の
製
造
会
社
、
缶
ジ

ュ

ー
ス
の
製
造
会
社
、
そ
し
て
、
消
費
者
の
三
者
が
困
る
。

例
え
ば
、
あ
る
自
動
販
売
機
製
造
会
社
は
、
売
り
上
げ
の
約
半
分
が

飲
料
用
自
動
販
売
機
で
あ
る
。
廃
止
す
れ
ば
、
そ
の
会
社
は
た
ち
ま
ち

経
営
が
苦
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
缶
ジ

ュ
ー
ス
の
自
動
販
売
機
で
の
売
り
上
げ
は
、
年
間
二
兆

円
で
あ
る
。
そ
ん
な
に
売
り
上
げ
の
多
い
販
売
方
法
を
な
く
し
て
し
ま

う
と
、
缶
ジ

ュ
ー
ス
の
製
造
会
社
は
と
て
も
困
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
缶
ジ
ュ
ー
ス
を
買
う
私
た
ち
、　
つ
ま
り
、
消
費

者
全
体
が
困
る
。

だ
か
ら
、
自
動
販
売
機
を
廃
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
次
の
事
例
を
調
べ
、
大
切
な
点
を
ま
と
め
て
お
く
な

ど
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

▽
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
光
村
図
書
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
き
、
光

村

コ
ミ
ュ
ニ
テ
イ

「わ
た
し
の
授
業
」
に
入
る
。
そ
し
て
、
六

年
の
事
例
で
あ
る

「生
き
物
は
つ
な
が
り
の
中
に
～
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
～
」
を
見
る

（読
む
）
。

優
れ
て
い
る
点

・
問
題
点
な
ど
を
整
理
し
て
み
る
と
よ
い
だ
ろ

，
「^
´
。



漢
字
指
導
は
国
語
科
指
導
の

「
い
ろ
は
」
の

「
い
」

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
漢
宇
学
年
配
当
表
、
筆
順
、
部
首
、
と
め

・
は

ね

・
は
ら
い
な
ど
、
漢
字
ド
リ
ル
、
漢
字
練
習

帳

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

漢
字
な
ど
の
文
字
を
確
実
に
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
な

た
が
感
じ
て
き
た
授
業
で
の
問
題
点
や
家
庭
学
習

（宿
題
）
の
在

り
方
な
ど
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

一　

教
育
漢
字
は
　
セ
ン
・
ロ
ツ
ク
　
だ
！

小
学
校
六
年
間
で
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
漢
字
は

一
〇
〇
六
字
。

各
学
年
で
学
習
す
べ
き

「配
当
漢
字
」
で
、
調
ｄ
ョ
日
日
ぞ
倒
引
鋼
「
、

劃
ｑ
ョ
日
劇
測
ａ
引
鋼
劇
ｄ
に
習
得
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
セ
ン
・
ロ
ツ
ク
、　
つ
ま
り

一
〇
〇
大
文
字
も
教
え
る
の
は
大

変
だ
ろ
う
か
。　
一
年
間
の
授
業
日
数
は
約
二
〇
〇
日
だ
。
六
年
間
で
は

一
二
〇
〇
日
。　
一
日

一
文
字
指
導
し
た
と
し
て
、
六
年
間
な
ら
ば
‥
、

そ
う
、
全
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
計
算
に
。

一
一　
現
行
の
国
語
教
科
書
で
、
漢
字
学
習
の
単
元
を
見
て
み
よ
う

で
は
、
小
学
生
た
ち
は
、
国
語
教
科
書
で
ど
の
よ
う
に
漢
字
を
学
習

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
講
義
者
が
電
子
教
科
書
で
示
す
の
で
、
気
づ
い
た

こ
と
を
メ
モ
し
て
お
こ
う
。

〈メ
モ
〉

〓
一　
漢
字
ド
リ
ル

・
漢
字
練
習
帳
も
重
要
ア
イ
テ
ム

受
講
生
の
皆
さ
ん
も
、
漢
字
ド
リ
ル
・
漢
字
練
習
帳
に
随
分
お
世
話

に
な

つ
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。

漢
字
ド
リ
ル
は
、
カ
ラ
フ
ル
だ
し
、
イ
ラ
ス
ト
や
豆
知
識
も
載
せ
て

あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
と
し
て
も
、
あ
の
味
気
な
い
漢
字
練
習
帳

の
存
在
は
…
。
宿
題
で
、
新
し
い
漢
字
を
十
回
あ
る
い
は

一
行
の
マ
ス

全
部
に
書
い
て
く
る
こ
と
、
な
ど
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
身
に
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
？

い
や
い
や
。
苦
痛
だ
け
し
か
残
ら
な
か
っ
た
可
能
性
も
…
。
無
意
味

な
繰
り
返
し
練
習
か
ら
の
脱
却
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
練

習
が
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
意
味
の
あ
る
反
復
練
習

な
ら
ば
、
確
実
に
身
に
つ
く
の
で
あ
る
。

漢
字
を
書
く
学
習
と
は
、
読
み
方
、
意
味
、
な
り
た
ち
や
字
の
形
、

文
章
中
で
の
使
わ
れ
方
を
知
る
と
、
俄
然
記
憶
に
残
る
も
の
だ
。
そ
の

た
め
に
も
、
教
科
書
の
漢
字
単
元
で
し
っ
か
り
教
え
、
漢
宇
ド
リ
ル
を

こ
ま
め
に
使
わ
せ
て
い
く
指
導
を
し
た
い
。

ま
た
、
宿
題
で
漢
字
練
習
を
さ
せ
た
な
ら
ば
、
提
出
さ
れ
た
漢
宇
練

習
帳
に
し
つ
か
り
と
目
を
通
し
、
花
丸
を
つ
け
て
あ
げ
た
り
、
褒
め
言

葉
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
書
い
て
あ
げ
た
り
し
て
、
ぬ
く
も
り
の
あ
る
評
価

を
し
て
あ
げ
よ
う
。

四
　
美
し
い
字
を
書
か
せ
る
、
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
？

漢
字
指
導
の
基
本
と
し
て
、
①
筆
順
、
②
部
首
、
③
と
め

・
は
ね

。

は
ら
い
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
や
く
、
効
率
的
に
と
い
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
世
の
中
だ
が
、
じ

っ
く
り
、
丁
寧
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
美

し
く
、
綺
麗
に
書
く
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
丁
寧
に
書

く
、
が
合
言
葉
で
あ
る
。

筆
順
は
、
整

っ
た
字
を
書
く
た
め
の
コ
ツ
。
そ
れ
を
覚
え
、
そ
れ
に

従

っ
て
書
か
せ
る
。
部
首
の
確
認
も
忘
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
と
に
な

っ
て
役
に
立
つ
。

「さ
ん
ず
い
」
の
漢
字
を
集
め
て
み
た
ら
、
そ
う
、



水
に
関
連
し
た
も
の
ば
か
り
だ
と
子
ど
も
は
気
づ
く
は
ず
だ
。
と
め

・

は
ね

・
は
ら
い
に
気
を
つ
け
さ
せ
る
。
線
の
長
い
。
短
い
を
間
違
え
な

い
よ
う
に
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
新
し
い
漢
宇

を
受
け
入
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
練
習
学
習
に
向

か
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
宿
題
で
は
、
漢
宇
ド
リ
ル
の

「１
ペ
ー
ジ
程
度
が
よ
い
」

と
ベ
テ
ラ
ン
教
師
た
ち
は
言
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
色
々
な
技
術
や
知
識
を
持
と
う

子
ど
も
が
漢
字
を
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
学
習

方
法
や
、
活
用
の
さ
せ
方
の
指
導
技
術
が
必
要
と
な
る
。

例
え
ば
、

「空
書
」
↓

「そ
ら
が
き
」
を
覚
え
よ
う
。
空
書
と
は
、

腕
。
手
・
指
を
使

っ
て
、
大
き
な
動
作
で
空
中
に
文
字
を
書
く
こ
と
だ
。

筆
順
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
昔
、
筆
で
漢
字
を
美
し
く
書
く
際

の
効
率
的
運
筆
法
と
し
て
で
き
た
も
の

（右
利
き
用
）
。
そ
の
筆
順
を
、

教
科
書
や
漢
字
ド
リ
ル
の
解
説
だ
け
で
な
く
、
教
師
に
よ
る
ダ
イ
ナ
ミ

ツ
ク
な
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
の
空
書
で
伝
え
よ
う
で
は
な
い
か
。

部
首
を
確
認
す
る
学
習
。
こ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
機
械
的
な
説
明
に

終
わ
り
、
効
果
を
上
げ
な
い
場
合
が
あ
る
。
覚
え
て
い
る
よ
う
で
覚
え

て
い
な
い
の
が
漢
字
の
部
首
。
興
味
を
く
す
ぐ
る
指
導
と
は
…
。　
一
例

を
挙
げ
よ
う
。
単
発
で
や

っ
て
い
る
と
、
そ
れ
こ
そ
味
気
な
い
。
そ
こ

で
、
か
た
め
て
、
つ
ま
リ
グ
ル
ー
ビ
ン
グ
し
て
教
え
る
こ
と
を
提
案
す

る
。
次
の
漢
字
を
見
て
も
ら
い
た
い
。

一
、
二
、
三
、
四
、
五
、
大
、
七
、
人
、
九
、
十
。

さ
あ
、
受
講
生
の
皆
さ
ん
、
全
部
の
部
首
を
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
最

初
の

一
つ
、
二
つ
は
教
え
て
あ
げ
、
あ
と
は
子
ど
も
に
推
測
さ
せ
る
。

子
ど
も
は
必
死
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
請
け
合
い
！

〈答
は
、
復
習
の

ポ
イ
ン
ト
の
後
ろ
に
。
）

さ
あ
、
自
信
を
な
く
し
て
は
い
け
な
い
！
　
疑
間
に
思
つ
た
ら
、
す

ぐ
そ
の
場
で
調
べ
よ
う
。
ま
さ
に
、

「イ
マ
」
が
大
事
。
そ
の
、

「
マ

メ
」
さ
が
、
差
の
つ
く
指
導
技
術
を
生
む
の
で
あ
る
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
次
の
事
柄
な
ど
、
ま
と
め
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

▽
漢
字
を
使
い
た
く
な
る

「日
記
」
の
テ
ー

マ
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
坊
さ
ん
が
唱
え
る

「お
教
」
を
漢
字
だ
け
で
作

つ
て
み
さ
せ

る
。　
軍
■
一漢
詩
」
に
挑
戦
し
て
み
さ
せ
る
…
。
皆
さ
ん
も
色

々

と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
出
し
、
指
導
計
画
を
作
成
し
て
み
る
と
よ
い

だ
ろ
う
。

部
首
ク
イ
ズ
の
解
答

一　

‥
　

い
ち
　
　
　
　
　
一
一　

‥
　
に

〓
一　
‥
　

い
ち
　
　
　
　
　
四
　

‥
　
く
に
が
ま
え

五

　

‥
　
に

エハ
　
ー
　

は
ち

（ま
た
は
、
は
ち
が
し
ら
）

七
　
・‥
　
い
ち

人

　

‥
　
は
ち

九
　
・‥
　
お

つ

（ま
た
は
、
お

つ
に
ょ
う
、　
つ
り
ば
り
）

十

　

‥
　
じ
ゆ
う

一日
国

　

字

の
形
と
書
く
速
さ
を
意
識
す
る
書
写
の
授
業

キ
ー
ワ
ー
ド
　
・‥
　
美
術

（書
道
）
で
な
く
国
語

（書
写
）
で
あ
る
、

硬
筆
と
毛
筆
、
横
画

・
縦
画

・
は
ら
い
な
ど
、

始
筆
、
運
筆
、
鉛
筆
や
筆
の
正
し
い
持
ち
方
、

習
字
道
具
や
そ
の
手
入
れ
の
し
か
た

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

文
字
を
書
く
と
い
う
こ
と

（書
写
の
意
義
）
に
つ
い
て
、
ま
た
、

逆
に
、
も
し
国
語
科
で
書
写
の
学
習
を
し
な
く
な

つ
た
ら
ど
う
な

る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。



「えんびつのもち方船断書J

か

IIζ翠錮

嚇

)、納 ぽり

o ituly'"2 c !L^ ,;+tPV'. i VL ruvv'" /l! tl

ii.'irr. uf,atx Yft'tJ.
o /J i tr:ll l'7. ff',{ €( tr'I"'J'

◎
で
は
、
書
写
指
導
の

「
い
ろ
は
」
の

「
い
」
と
し
て
、
鉛
筆
の
持
ち

方
を
取
り
上
げ
よ
う
。

も
し
、
こ
の
よ
う
な
指
導
を
教
師
が
全
く
し
な
く
な

っ
た
ら
…
。
そ

の
先
に
は
恐
ろ
し
い
結
果
が
待

っ
て
い
る
と
、
誰
し
も
想
像
が

つ
く
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
方
法
に
よ

っ
て
、
丁
寧
に
指
導
し
て
こ
そ
、

ど
も
た
ち
の
書
写
の
能
力
が
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
る
の
で
あ
る
．

「えんびつのもち方診断書の書き方」
診断のポイントや,書き方の例が示されています。



ち
よ
っ
ど
，Ｌ
た
■
美

そ
の
●

「テ
ィ
ッ
シ
ュ
丸
め
る
法
」

ち
よ

っ
と
し
た

工
夫

そ
の
０

「輪
ゴ
ム
法
」

折径 25u:,(JIS規格

で♯8)く らいの輪ゴム

が適 している。



で
は
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
前
ニ
ペ
ー
ジ
の
解
説
を
し
て
お
こ
う
。

低
学
年
の
う
ち
に
、
筆
記
具
の
正
し
い
持
ち
方
を
身
に
つ
け
て
お
く

こ
と
は
、
書
写
活
動
の
基
礎
を
養
う
上
で
重
要
と
な
る
。
こ
こ
に
、
工

夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
め
き
め
き
と
い
い
字
が
書
け
る
指
導
方
法
が

あ
る
。
紹
介
し
よ
う
。

＊

先
ず
は
、
児
童
の
鉛
筆
の
持
ち
方
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
児
童

一
人

一
人
が
鉛
筆
で
線
を
な
ぞ

る

（文
字
を
書
く
の
で
も
よ
い
）
姿
を
、
教
師
が
カ
メ
ラ
で
撮
影
し
て

い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
人
当
た
り
数
秒
の
撮
影
時
間
で
あ
れ
ば
、

三
分
か
ら
四
分
で
ク
ラ
ス
全
員
の
様
子
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＊

次
は
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た

「え
ん
ぴ
つ
の
も
ち
方
診
断
書
」
と

「え

ん
び
つ
の
も
ち
方
診
断
書
の
書
き
方
」
の
出
番
で
あ
る
。
こ
の
診
断
書

を
使
い
な
が
ら
、
児
童
は
相
互
に
医
者
と
患
者
に
な
り
、
相
手
の
筆
記

す
る
姿
を
見
て
評
価
し
た
り
、
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら

鉛
筆
を
持

つ
体
験
を
し
た
り
す
る
。
こ
の
と
き
、
日
常
の
実
態
を
知
る

た
め
に
、　
一
番
持
ち
や
す
く
、
書
き
や
す
い
握
り
方
を
診
断
し
て
も
ら

う
よ
う
に
す
る
。

＊

診
断
を
す
る
児
童
は
、
握
り
方
が
よ
く
見
え
る
と
こ
ろ
に
移
動
し
、

診
断
書
に
、
正
し
い
位
置
に
な
っ
て
い
な
い
指
や
手
の
部
分
に
×
印
で

チ

エ
ツ
ク
を
入
れ
、
改
善
点
を
書
き
込
む
。
教
科
書
の
写
真
や
診
断
書

の
イ
ラ
ス
ト
と
の
違
い
を
見
つ
け
て
、
点
数
制
で
評
価
す
る
。

＊

こ
こ
か
ら
は
、
正
し
い
持
ち
方
で
書
く
指
導
と
な
る
。
そ
う
す
る
た

め
の
多
く
の
補
助
具
が
市
販
さ
れ
て
い
る
が
、
お
金
を
か
け
る
こ
と
な

く
、
身
の
回
り
の
も
の
で
代
用
す
る
方
法
が
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
そ

の

一
つ
目
が
、

「テ
ィ
ッ
シ
ュ
丸
め
る
法
」
だ
。
教
科
書
や

「え
ん
ぴ

つ
の
も
ち
方
診
断
書
」
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
に
鉛
筆
を
持
つ
と
、

人
さ
し
指
と
親
指
の
つ
け
根
に
空
間
が
で
き
る
。
こ
の
空
間
が
必
要
な

の
だ
が
、
多
く
の
児
童
が
、
親
指
の
つ
け
根
に
鉛
筆
の
軸
を
置
い
て
し

ま
う
の
で
、
そ
こ
に
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
丸
め
て
詰
め
込
み
、
鉛
筆
の
軸
が

手
前
に
倒
れ
な
い
よ
う
に
す
る
。
児
童
の
手
の
大
き
さ
に
合
わ
せ
て
、

適
度
に
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
ち
ぎ
り
、

「テ
ィ
ッ
シ
ュ
だ
ん
ご
」
の
大
き
さ

を
調
節
す
る
。

（テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
柔
ら
か
く
て
、
児
童
に
好
評
。
以
前
、

消
し
ゴ
ム
を
は
さ
む
方
法
も
あ
っ
た
が
、
硬
い
感
触
が
気
に
な
り
、
集

中
力
を
そ
こ
な
う
結
果
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
）

＊

も
う

一
つ
が
、

「輸
ゴ
ム
法
」
で
あ
る
。
正
し
い
持
ち
方
を
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
鉛
筆
、
人
さ
し
指
の
順
に
輸
ゴ
ム
を
通
し
て
、
人
さ
し

指
の
第
二
関
節
と
第
二
関
節
の
間
に
ま
で
は
め
込
む
。
こ
の
方
法
は
以

前
か
ら
あ
り
、
自
然
な
形
で
書
け
る

一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
た
だ
、
輸

ゴ
ム
は
、
折
径
二

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
も
の
が
理
想
で
、

折
径
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
一
般
的
な
大
き
さ
の
も
の
は
、
二

重
に
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
児
童
に
は
扱
い
が
難
し
く
、
要
注
意
。

＊

お
か
し
な
も
の
で
、

「テ
ィ
ッ
シ
ュ
丸
め
る
法
」
や

「輸
ゴ
ム
法
」

を
使

っ
て
い
る
と
、
以
前
は
寝
た
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
の

鉛
筆
の
軸
が
、
し
っ
か
り
と
立
つ
よ
う
に
な
る
。
と
、
彼
ら
の
背
筋
も

ぴ
ん
と
伸
び
、
姿
勢
ま
で
よ
く
な
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
、
割
創
照
を
。

唱
え
る
だ
け
で
は
上
達
し
な
い
。

見
て
い
る
だ
け
で
も
い
け
な
い
。

具
体
的
な
解
決
法
を
示
す
こ
と
。

繰
り
返
し
練
習
し
、
継
続
で
き
る
機
会
と
時
間
を
確
保
し
て
。

岡
も
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
小
学
校
教
員
時
代
の
記
憶
が
よ
み
が

え
っ
て
き
た
。
劇
困
倒
側
州
月
の
面
で
あ
る
。

鉛
筆
を
持
た
な
い
手
が
遊
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
。

そ
の
手
で
ノ
ー
ト
の
下
の
部
分
を
軽
く
押
さ
え
る
と
体
も
安
定
。

最
後
に
目
が
ノ
ー
ト
に
近
す
ぎ
な
い
か
チ

ェ
ッ
ク
。

眼
と
ノ
ー
ト
の
間
は
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
け
て
。

少
な
く
と
も
筆
箱
が

一
つ
入
る
く
ら
い
は
あ
け
て
。



一　

書
道
と
書
写
の
違
い
は
？

書
道
は
、
高
等
学
校
の
芸
術
科
の
内
の

一
つ
に
な
る
。

書
写
は
小
学
校

。
中
学
校
の
国
語
科
で
、

〔伝
統
的
な
言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
位
置
づ
き
、
さ
ら
に

「書
写
に
関
す

る
事
項
」
と
し
て
、
計
画
的

・
継
続
的
に
指
導
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

一
一　
平
仮
名
は
、
小
学
校
に
入
る
前
に
教
え
る
べ
き
か
？

絶
対
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
体

系
的
な
教
育
活
動
と
し
て
就
学
前
の
段
階
で
教
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

Ｎ
ｏ
で
あ
る
。
理
由
は
、
小
学
校
の
国
語
科
の
授
業
内
で

（そ
れ
も

一

年
生
の
時
に
）
責
任
を
持

っ
て
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。　
一
二

一年
生
の

時
期
に
繰
り
返
し
、
根
気
強
く
、
し
っ
か
り
と
丁
寧
に
指
導
す
る
内
容

で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
代
表
的
な
も
の
は
平
仮
名
で
ぁ
る
が
、
片
仮

名
も
漢
字
な
ど
も
、

〔伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る

事
項
〕
の

「文
字
に
関
す
る
指
導
」
で
、
計
画
的

・
継
続
的
に
指
導
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

〓
一　
平
仮
名
の

「
い
」
を
上
手
に
書
か
せ
る
に
は
？

あ
な
た
が

一
年
生
の
児
童
に
指
導
す
る
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉

か
け
を
す
れ
ば
よ
い
か
、
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
国
語
科

の
教
科
書

・
書
写
の
教
科
書
に
従

っ
て
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
含
む
が
、

そ
れ
ら
を
使
用
し
な
い
他
の
指
導
場
面
で
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
み
て

ほ
し
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
み
る
。
そ
れ
ら
を
ヒ

ン
ト
と
し
て
、
皆
さ
ん
も
ア
イ
デ
イ
ア
を
出
し
て
み
よ
う
。

一
つ
は
、
身
体
、
そ
れ
も
両
手
を
使
う
方
法
で
あ
る
。

「ほ
っ
ぺ
に

両
手
を
当
て
て
。
」

「は
い
、
そ
の
両
手
の
形
は
？
」
と
問
い
、
ゆ
る

や
か
に
カ
ー
ブ
し
た
両
手
の
形
に
注
目
さ
せ
る
。
そ
し
て
、

「そ
の
形

の
よ
う
に
書
い
て
み
よ
う
。
」
と
導
く
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
は
、
字
母

（じ
ぼ
）
を
意
識
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
現
在

の
所
、

「
い
」
の
字
母
と
し
て
は

「以
」
を
想
定
す
る
の
が

一
般
的
で

あ
る
と
考
え
る
。

「以
」
の
形
を
徐
々
に
崩
し
て
い
く

（板
書
あ
る
い

は
掲
示
資
料
な
ど
で
示
す
と
よ
い
）
と
、

「
い
」
の
形
に
な
る
と
子
ど

も
た
ち
に
気
付
か
せ
る
。

皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
方
法
を
考
え
る
だ
ろ
う
か
。　
子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
楽
し
く
、
印
象
に
残
る
指
導
を
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

四

　

「永
宇
人
法
」

（え
い
じ
　
は
っ
ぽ
う
）
を
使
お
う

今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
古
来
日
本
に
は
、
毛
筆
で
文
字
を

書
く
に
あ
た
っ
て
の
事
前
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
、
こ
の

「永
字
八
法
」

が
あ

つ
た
。
現
代
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
に
継
承
す
る
に
値
す
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

基
本
と
し
て
練
習
す
る
筆
遣
い
と
し
て
、
①
点
、
②
横
画
、
③
縦
画
、

④
は
ね
、
⑤
右
上
が
り
の
横
画
、
⑥
左
は
ら
い
、
⑦
短
い
左
は
ら
い
、

③
右
は
ら
い
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

よ
り
専
門
的
に
説
明
す
る
と
、
上
記
の
そ
れ
ぞ
れ
が
以
下
に
対
応
す

る
。
①
側

（ソ
ク
）
、
②
勒

（
ロ
ク
）
、
③
努

（ド
）
、
④
起

合
ア
キ
）
、

⑤
策

（サ
ク
）
、
⑥
掠

（リ
ャ
ク
）
、
⑦
啄

（タ
ク
）
、
③
傑

（タ
ク
）
。

も
ち
ろ
ん
、
硬
筆
学
習
の
事
前
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
と
し
て
も
使
え
る
。

五
　
指
導
例
を
検
討
し
よ
う

次
ペ
ー
ジ
か
ら
の
資
料
と
な
る
が
、
松
本
健
作
氏
の
提
案
は
、
皆
さ

ん
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
点
が
多
い
と
思
う
。
ア
イ
デ
イ
ア
あ
ふ
れ
る

実
践
。
い
い
点
を
ま
ね
な
が
ら
、
皆
さ
ん
自
身
も
新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア

を
創
出
し
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
る
。

制

周

矧

り

刊

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

例
え
ば
、
次
の
事
柄
な
ど
、
ま
と
め
て
お
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

▽
先
ほ
ど
の
松
本
先
生
の
例
を
参
考
に
、

「小
学
校
学
習
指
導
要

領
解
説

国
語
編
」
の
書
写
の
内
容
も
確
か
め
つ
つ
、
さ
ら
に
こ

の
よ
う
な
指
導
を
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

ノ
ー
ト
に
ま
と
め
よ
う
。



硬
筆
指
導
の
工
夫

（中
学
年
編
）

今
号
よ
り
、
小
学
校

「書
写
』
教
科
書
編
集
委
員
の
松
本
健
作
先
生
に
、

硬
筆
指
導
に
つ
い
て
、
三
日
に
わ
た

っ
て
連
載
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

松
本
先
生
は
、
子
ど
も
た
ち
が
意
欲
的
に
書
写
に
取
り
組
め
る
よ
う

さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

（光
村
図
書
　
小
学
校
　
国
語
教
育
相
談
室
　
も
ヽ
∞
　
Ｎ
ｏ
８
６
　
に
よ
る
）

毛
筆
指
導
を
硬
筆
に
生
か
す
工
夫

元
静
岡
市
立
服
織
小
学
校
校
長
　
卦
十
六
一
健
作

は
じ

め

に

小
学
校
の
硬
筆
指
導
は
、
鉛
筆
が
主
流
で
す

が
、
フ
エ
ル
ト
ベ
ン
、
ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
硬
筆

の
筆
記
其
は
多
種
多
様
で
す
。
今
回
か
ら
始
め

る

「硬
筆
指
導

の
工
夫
」
で
は
、
学
校
生
活
や

日
常
で
い
ち
ば
ん
多
く
使
用
し
て
い
る
鉛
筆
を

核
に
し
て
、
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る

筆
記
具
を
選
ぶ
活
動
も
取
り
入
れ
な
が
ら

（時

に
は
毛
筆
も
）、
硬
筆

の
指
導
法
を
考
え
て
い

き
ま
す
。

指
導
は
形
か
ら
入
る
、
と

い
う
こ
と
を
よ
く

聞
き
ま
す
が
、
姿
勢
の
こ
と
や
鉛
筆
の
持
ち
方

ば
か
り
を
厳
し
く
指
導
し
て
も
、
な
か
な
か
身

に
つ
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
連
載
で
は
、

子
ど
も
に
興
味
を
も
た
せ
る
授
業
を
展
開
す
る

こ
と
で
、
正
し
く
文
字
を
書
こ
う
と
す
る
意
識

を
高
め
、
姿
勢
　
執
筆

の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
ざ
し
ま
す
こ

今
回
は
三
年
生
を
例
に
、
「
毛
筆
指
導
を
硬

筆
に
生
か
す
工
夫
」
に
つ
い
て
お
伝
え
し
ま
す
。

学
習
指
導
要
領
の

「指
導
計
画
の
作
成
と
内
容

の
取
扱

い
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
「毛

筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
硬
筆
に
よ
る
書

写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
指
導

一
す
べ
き

で
す
．
し
か
し
実
際
は
、
今
日
は
毛
筆
、
次
週

は
硬
筆
と

い
う
よ
う
に
、
硬
毛
を
分
断
し
た
指

導
を
し
て

い
る
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
ｔ

そ
こ
で
今
回
は
、
毛
筆
と
硬
筆
を
関
連
さ
せ
て

学
習
す
る
こ
と
で
、
左
右
の
払

い
を
習
得
し
て

い
く
事
例
を
紹
介
し
ま
す
＾
毛
筆
が
始
ま
る
三

年
生
の
と
き
か
ら
、
硬
毛
の
関
連
を
し

っ
か
り

図

っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
し

鋼０

夏
雇
弔
弓
」

習
得
す
る
活
動

一
時
間
の
授
業
の
中
で
、
毛
筆
と
硬
筆
を
同

時
に
指
導
す
る
事
例
で
す
。
毛
筆
と
硬
筆
の
切

り
替
え
が
素
早
く
で
き
る
よ
う
、
こ
こ
で
は
、

毛
筆

・
硬
筆
両
用
の
両
面
下
敷
き

（毛
筆
用
下

敷
き
の
裏
が
硬
筆
用
に
な

っ
て
い
る
も
の
）
を

1951年 |1日 県生まれ.
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使
用
し
て
い
ま
す
が
、
両
面
下
敷
き
が
入
手
で

き
な

い
場
合
は
、
毛
筆
用
の
下
敷
き
の
下
に
、

硬
筆
用
の
下
敷
き
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
で
も

実
践
可
能
で
す
。

一
い
黒
板
に

「
王
さ
ま
の
お
ひ
げ
」
と
書
き
ま
す
。

児
童
は
、
何
が
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
と
不
思
議

そ
う
な
顔
を
し
、
授
業

へ
の
期
待
感
を
膨
ら
ま

一
せ
、
教
師
の
次
な
る
言
葉
や
板
書
に
注
目
し
ま
す
。

②
次
に
、
教
科
書
２２

・
２３
ペ
ー
ジ

（課
題
文

字

「木
し

を
開
き
ま
す
。
「王
さ
ま
の
お
ひ
げ
」

を
書
く
こ
と
で
、
「木
」
の
左
右
の
払

い
の
書

き
方
を
学
習
す
る
こ
と
が
本
時
の
目
標
で
あ
る

こ
と
を
伝
え
ま
す
。

硬
筆
用
の
下
敷
き
を
用
意
さ
せ
、
書
写
の
準

□
・

備
運
動
と
し
て
、
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
①
を
使

い
、

鉛
筆
の
ひ
と
筆
書
き
を
さ
せ
ま
す

（※
１
）。
そ

の
際
、
左
右
の
ひ
げ
の
先
端
が
と
が

っ
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
ま
す

．^

０
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
②

文

２

の
左
上
の
ま
す

に
、
鉛
筆
で

「木
」
を
書
き
ま
す
。
左
右
の
払

い
の
先
が
と
が
っ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
た

め
、
こ
の
後
、
毛
筆
で
学
ん
で
い
く
こ
と
を
伝

え
ま
す
。
そ
し
て
、
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
③
員
※
３
）

を
配
り
ま
す

（下
敷
き
は
毛
筆
用
に
替
え
る
）。

ｍ

「
「木
」
の
左
右
の
払
い
は
、
王
様
の
お
ひ

げ
に
似
て
い
ま
す
。
今
度
は
毛
筆

（小
筆
）
で
、

二
人
の
王
様
に
似
合

っ
た
お
ひ
げ
を
書
い
て
あ

げ
ま
し
ょ
う
」
と
投
げ
か
け
て
、
小
筆
で
ひ
げ

『」「付̈
一〓ご一に〕で・
か」句ｒＬ

▲※2 ワークシー トラ

▲X, ワークシート■に,船
=で

ひと筆書きをする児壼。

い で 自 に  せ を

― … …′…′′‐′レ,     
確 隣 ぅ ぁ  を

言llilガrttitti」 illをlξ     l : : :   :
48
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r゛ 、
,、

，
Ｌ
ＩＩ
の
お
ひ
げ
の
占
き
方
を
全
員
で
確
認
す

る
た
め
に
、
教
名
の
児
■
に
黒
板
の
前
に
出
て

も
ら
い
、
水
占
枚
で
再
現
さ
せ
ま
す

ア
ー‥
の
ひ
げ
も
有

の
ひ
げ
も
、
止
ま
る
こ
と
な

く
十
サ

ッ
ス
ー
ロ
と
占
く
こ
と
、
た
端
を
と
が

ら
せ
て
占
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
を
確
か
め

た
ち
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
●
・を
使
―――
し
て
、
払

い

の
書
き
方
を
練
習
―
シま
す

（一一６

）

哺
略外
＝
Ｌ
Ｌ
ヽ
、
　
■
■
｛
い
　
一●
１′‐ヽ
い
・
レ
・い
つ

‐ｌｌ

‐
ｉｌｌ
を
確
か
め
、

／
‐‥
缶

の
払

い
の
占
き
方

の
辻

い
を
確
認
し
ま
す

（■
払

い
一

途
中
で

――
ま
ら
な

い
．

な
め
ら
か
に
十

¨
，
一占
く

始
■
か
ら
だ
ん
だ
ん
■
‐――
を
な
く
し
て
細

く
な

っ
て
い
く

（有
払

い
一

徐

々
に
筆
Ｌ
を
加
え
る

第
　
画
の
出
画
の
終
■
の
真
ド
あ
た
り
で

い
っ
た
ん
―１１
ま
り
、
そ
の
後
徐
々
に
力
を
技

い
て
行
の
方
向
に
払
う
よ
う
に
■
を
運
ぶ

‐ア‐
■
■
で

「本
」
を
書
く
と
き
の
基
準

戸
八
を

つ
け
る
こ
と
）
を
話
し
合

い
で
確
か
め
ま
す

※
授
業
終
盤
の
ま
と
め
書
き
の
評
価
は
、
こ
の
基

準
を
も
と
に
す
る
の
で
、
児
童
に
も
分
か
り
や

す
い
表
現
に
し
ま
す
´

【基
準
】

０
左
右
の
払
い
は
、
先
端
を
細
く
す
る
．

②
左
右
の
払
い
は
、
筆
圧
に
注
意
し
な
が
ら
払

い
の
方
向
に
気
を
つ
け
て
書
く
。

Ｏ
若
払

い
は
　
軽
く
止
め
て
か
ら
右
の
方
向
に

払
う
。

ヽ
基
準
０
０
０
」」
気
を
つ
け
て

「本

一
を
こ
■

で
書
き
ま
す

か
ご
文
“，
に
な

っ
て
い
る

「木
」
（ワ
ー
ク
シ
ー

ト
ー

Ｔ

６
と

に
、

ア
‐‥
有
の
払
い
が
点
報
の

枠
の
中
に
入
る
よ
う
、
■
Ｌ
に
注
意
―
ンな
か

らヽ
■
日
た
ヽ
■
●

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
●
を
使
サーー
し
た
後
、
十
紙
に

一
ヽ
三
枚
占

い
た
ら

（来
こ

、
前
後
ノ
‐‥
有
の

友
辻
と
―――
互
に
批
正
し
合

い
、
次
に
書
く
と

キ
のヽ
向
‐‐―
汗
一占
Ｆ
」
―
イ
エ
十

▲■6 ワークシー ト
`

▲■ 5 ワークシー ト21使用 ´て ユ tヽ の線習をする児童

▲´7 ヮークシート,を 使用した後 半紙に「木」を,く ,

11)



くX8 左上の「木」は,授業の最初に

'い
たもの。右上の「木」は ま

とめ書き。左上の「木」に比べて.若上の「木」は払いが意識されている.

ゆ
下
敷
き
を
硬
筆
用
に
替
え
て
、
ま
と
め
書
き

を
し
ま
す
。
ヮ
ー
ク
シ
ー
ト
②
あ
右
―．
の
ま
す

に
鉛
筆
で

「木
」
と
書
き
、
最
初
に
書
い
た
も

の

（左
上
の
ま
す
）
と
比
べ
な
が
ら
、
左
右
の

払
い
の
違
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
確
か
め
ま

，丁

（※
８
）。

※
時
間
が
あ
れ
ば
、
左
右
の
払
い
が
連
続
す
る
漢

字
を
練
習
し
た
り
、
プ
リ
ン
ト
に
し
て
家
で
復

習
し
た
り
す
る
と
定
着
度
は
高
ま
り
ま
す
。

⑩
評
価
は
、
い
の

【基
準
】
に
沿

っ
て
、
授
業

の
終
わ
り
に
、
本
人
が
す
る
か
、
隣
席
の
友
達

ど
う
し
で
行
う
と
効
率
的
で
す
。

※
評
価
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
れ
ば
、
教
師

が
評
価
す
る
よ
り
も
、
児
童
ど
う
し
の
評
価
の

ほ
う
が
関
心
度
は
高
ま
り
ま
す
。

鋼０
卸
波
雑
錘
（Ｆ
じ

に
慣
れ
る
活
動

国
語
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
書
写
は
、
技
能

教
科
の

一
つ
で
も
あ
―，
ま
す
。
道
具
に
数
多
く

触
れ
、
道
具
を
使
い
こ
な
し
、
道
具
を
正
し
く

扱
う
こ
と
に
慣
れ
た
者
が
上
達
の
道
を
歩
ん
で

い
き
ま
す
。
児
童
が
無
理
な
く
道
具
を
使
い
こ

な
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
活

動
を
し
ま
す
．

田
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
⑤
に
、
鉛
筆
で
ひ
と
筆
書
き

を
し
ま
す
〓
そ
の
際
、
か
か
っ
た
時
間
を
計
り

ま
す
。

②
小
筆
に
持
ち
替
え
、
田
で
使
用
し
た
用
紙
に

暴
で
ひ
と
筆
書
き
を
し
ま
す
ｔ

※
■
と
佗
の
所
要
時
間
を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん

ど
の
児
童
が
鉛
筆
よ
り
も
小
筆
の
と
き
の
ほ
う

が
早
く
終
了
し
ま
す

（※
９
）。

こ
の
活
動
で
注
目
し
た

い
こ
と
は
、
小
筆
を

素
早
く
動
か
そ
う
と
す
る
と
、
垂
直
に
近

い
角

度
で
筆
を
握
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

小
筆
の
穂
先
で
線
を
た
ど

っ
て
い
く
の
で
、
自

然
に
筆
の
軸
が
立

っ
て
く
る
わ
け
で
す

（※
１０
）。

姿
勢
や
執
筆
の
正
し

い
あ
り
方
を
身
に
つ
け

る
に
は
、
正
し

い
状
態
を
よ
り
長

い
時
間
維
持

す
る
こ
と
で
す
ぅ
と
か
く
、
文
字
の
組
み
立
て

指
導
や
基
本
点
画
の
書
き
方
ば
か
り
が
課
題
視

さ
れ
て
し
ま
う
吉
写
で
す
が
、
技
能
習
得
の
い

ち
ば
ん
の
基
本
は
、
道
具

（鉛
筆
や
筆
）
に
慣

れ
、　
一
体
感
を
も

っ
て
学
習
に
臨
む
こ
と
で
す
。

三
年
生
に
な
り
、
硬
筆
と
毛
筆
を
利
用
し
て

文
字
を
習
得
し
て
い
く
こ
の
段
階
で
は
、
今
ま

で
以
上
に
姿
勢
や
執
筆
に
こ
だ
わ

っ
た
指
導
が

重
要
に
な
り
ま
す

．
低
学
年
の
と
き
よ
り
も
骨

格
、
体
格
が
し

っ
か
り
し
て
き
た
学
齢
期
だ
か

ら
こ
そ
の
重
点
指
導
で
す
。

響 ●
´

▲X9 ワークシートユ|こ 鉛筆と

小
=で

ひと●●きしたもの。

2● 25メ ′
|

▲X lo 筆の軸がしっかり立っている。



個
人
差

へ
の
対
応
と
机
問
巡
視

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
個
人
差
の
把
握
と
指
導
、
三
段
構
え
の
作
戦
、

活
動
時
間
の
感
覚
、
で
き
る
子
に
は
別
メ
ニ
ュ

ー
も
、
個
別
指
導
コ
ー
ナ
ー
、
机
間
巡
視
の
方

法
、
グ
ル
ー
プ
分
け
、
伝
え
合
い
の
計
画

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

国
語
科
の
、
例
え
ば
、
音
読
の
学
習
活
動
に
取
り
組
ま
せ
る
場
合
、

一
斉
指
導
と
個
別
指
導
で
扱
う
と
よ
い
内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と

に
な
る
か
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

一　
個
人
差
の
把
握
と
指
導
の
仕
方
に
つ
い
て

先
ほ
ど
の

「予
習
」
の
内
容
と
関
わ
ら
せ
る
と
、　
一
斉
指
導
で
は
、

当
然
の
こ
と
と
し
て

「
一
斉
音
読
」
即
ち

「斉
読
」
を
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
。
教
師
に
は
全
員
の
声
が
把
握
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
面
で
の
指

導
は
で
き
に
く
い
。
で
き
る
と
す
れ
ば
、
姿
勢
だ
と
か
、
日
形
の
指
導

ぐ
ら
い
で
あ
る
。

個
別
指
導
で
は
、
も
っ
と
指
導
の
バ
ラ
エ
テ
ィ
が
広
が
っ
て
い
く
。

例
え
ば
、
ペ
ア
学
習
と
し
て
、
隣
同
士
で
音
読
を
聞
き
合
い
、
お
互
い

に
い
い
と
こ
ろ
や
も
つ
と
こ
う
読
ん
だ
方
が
い
い
と
い
う
と
こ
ろ
を
伝

え
合
わ
せ
る
指
導
が
考
え
ら
れ
る
。
教
師
が
あ
る
ペ
ア
に
張
り
付
い
て
、

子
ど
も
同
士
の
伝
え
合
い
が
終
わ
っ
た
時
点
で
、
教
師
な
り
の
指
導
助

言
を
す
る
と
、
さ
ら
に
子
ど
も
は
プ
ラ
ス
の
学
び
と
な
る
。

そ
こ
で
、
今

一
度
先
ほ
ど
の

「斉
読
」
の
指
導
に
戻
っ
て
み
よ
う
。

子
ど
も
た
ち
だ
け
に
読
ま
せ
、
教
師
が
机
間
を
巡
り
、
個
々
の
声
を
聞

い
て
や
れ
ば
、
そ
の
都
度
そ
の
子
に
応
じ
た
指
導
が
で
き
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
指
導
形
態
を
問
わ
ず
、
個
別
の
状
況
が
把
握
で
き

た
時
、
そ
れ
を
受
け
て
何
ら
か
の
個
別
指
導
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
個

人
個
人
の
読
み
の
力
は
異
な
る
の
で
、
そ
の
実
態
に
応
じ
た
言
葉
か
け

が
、
子
ど
も
の
人
数
分
だ
け
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
個
人
差
は
、
当
然

生
じ
る
。
決
し
て
い
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
的
確
に
と
ら
え
、

今
の
レ
ベ
ル
よ
り
も
伸
び
る
よ
う
に
、
伸
ば
し
て
あ
げ
る
よ
う
に
、
背

中
を
押
し
て
あ
げ
る
よ
う
な
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

一
一　
三
段
構
え
の
作
戦
を

三
段
構
え
の
作
戦
と
は
、
次
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
内
容
で
あ
る
。

Ａ
　
学
習
活
動
に
か
け
る

「時
間
の
感
覚
」
を
日
頃
か
ら
持
た
せ
る

具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
Ｓ

（５
分
）
、
Ｍ

（１
０
分
）
、
Ｌ

（１

５
分
）
の
三
種
類
の
感
覚
を
持
た
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
時
間
感
覚
を

身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
教
師
に
も
必

要
な
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
学
力
を
見
極
め
、
適
切
な
難
易

度
の
学
習
課
題
と
所
要
時
間
を
設
定
す
る
力
で
あ
る
。
何
度
も
取
り

組
ま
せ
る
中
で
、
初
め
は
時
間
内
に
で
き
な
か
っ
た
子
が
多
く
て
も
、

だ
ん
だ
ん
時
間
内
に
で
き
る
子
が
増
え
て
く
る
。
大
切
に
し
た
い
こ

と
は
、
時
間
内
に
ク
ラ
ス
の
全
員
が
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
い

う
課
題
を
ク
リ
ア
し
、
皆
で
交
流
す
る
学
習

へ
の
準
備
が
整

っ
た
と

い
う
成
就
感
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
苦
手
な
子
で
も
頑
張
れ

ば
で
き
る
で
あ
ろ
う
時
間
設
定
を
し
、
な
お
か
つ
、
簡
単
に
で
き
て

し
ま
う
子
が
手
持
無
沙
汰
に
な
ら
な
い
工
夫
を
講
じ
る
よ
う
に
す
れ

ば
、
こ
の
Ａ
の
項
目
は
ク
リ
ア
で
き
る
。

Ｂ
　
は
や
く
活
動
を
す
ま
せ
る
子
に
は
別
の
活
動
を
用
意
し
て
お
く

個
々
に
考
え
を
作
ら
せ
た
後
は
、
全
体
で
の
伝
え
合
い

。
交
流
に

進
む
場
合
が
多
い
。
従

っ
て
、
は
や
く
活
動
を
す
ま
せ
た
子
に
は
、

「分
か
っ
た
こ
と
は
何
か
」

「自
分
が
考
え
た
道
筋
」
を
、
言
葉
だ

け
で
な
く
、
表
や
図
な
ど
を
用
い
て
説
明
で
き
る
よ
う
な
ノ
ー
ト
作

り
を
さ
せ
る
。
じ
ゃ
ぁ
、
君
が
考
え
た
筋
道
を
後
で
説
明
し
て
も
ら

う
か
ら
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
お
い
て
ね
」
の
よ
う
な
賞
揚
の
言
葉

と
指
示
を
出
す
。
後
の
発
表
で
も
使
え
る
の
で
、
本
人
に
と
っ
て
も
、

そ
の
他
の
子
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
　
な
か
な
か
活
動
が
進
ま
な
い
子
に
は
特
別
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
タ
イ
プ
の
子
に
は
、
具
体
的
な
支
援
が



い
る
。

「○
段
落
か
ら
筆
者
の
考
え
を
抜
き
出
し
て
線
を
引
く
」
活

動
で
は
、
し
ゃ
が
ん
で
優
し
く

「
一
緒
に
読
ん
で
み
よ
う
。
」
か
ら

始
め
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
り
、

「ひ
と
り
で
引
け
そ
う
か
な
。
最
初

は
先
生
と

一
緒
に
や

っ
て
み
よ
う
か
。
」
な
ど
と
言
っ
た
り
し
て
、

徐
々
に
高
め
て
い
く
と
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
児
童
が
複
数
名
い
る
場

合
は
、

「個
別
指
導

コ
ー
ナ
ー
」
を
設
け
て
対
応
す
る
。

〓
一　
机
間
巡
視
を
行
う
際
の
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
よ
う

お
よ
そ
、
次
の
点
を
念
頭
に
置
く
よ
う
に
し
よ
う
。

・
個
々
の
様
子
を
観
察
し
、
遅
れ
て
い
る
子
に
は
指
導
や
支
援
を

・
全
体
の
進
み
具
合
を
観
察
し
、
必
要
に
応
じ
て
全
体

へ
の
助
言
を

ｏ
あ
ら
か
じ
め
効
率
よ
く
個
別
指
導
し
て
い
く
計
画
を
立
て
て
お
く

。
考
え
方
や
表
現
の
違
い
を
分
類
し
、
グ
ル
ー
プ
分
け
を
し
て
お
く

。

（前
項
を
受
け
て
）
全
体
で
の
伝
え
合
い
の
計
画
を
立
て
て
お
く

四
　
事
例
検
討
①

書
け
な
い
子
ど
も
は
ど
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
で
書
け
な
い
の
か
、
予

想
さ
れ
る
実
態
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

・学
習
意
欲
が
な
い
場
合
や
、
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、

他
の
こ
と
を
し
て
い
る

。
何
を
書
い
て
い
い
の
か
、
問
い
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
い
た
め

に
、
鉛
筆
が
止
ま

っ
て
い
る

・
書
い
て
は
い
る
の
だ
が
、
書
い
て
い
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
問
い

と
か
け
離
れ
て
い
る

・
書
い
て
は
消
し
、
ま
た
書
い
て
は
消
し
し
て
い
て
、
前
進
が
な
い

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
子
た
ち
に
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
指
導

・

支
援
を
す
る
と
よ
い
か
、
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
け
る

「書
く
こ
と
」

の
指
導
内
容
を
参
考
に
、
前
も
っ
て
十
分
に
構
想
し
て
お
き
た
い
も
の

で
あ
る
。

五
　
事
例
検
討
②

あ
る
言
語
活
動
の
後
に
、
伝
え
合
う
活
動
を
用
意
す
る
場
合
、
机
間

巡
視
を
し
て
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

・
誰
を
最
初
に
指
名
し
て
発
表
さ
せ
る
か
、
次
に
誰
を
指
名
す
れ
ば

意
見
が
対
立
し
て
面
白
く
な
る
か

。
グ
ル
ー
プ
に
な
つ
て
ミ
ニ
討
論
を
さ
せ
る
と
し
た
ら
、
ど
う
グ
ル

ー
プ
分
け
す
る
か

。
表
現
が
素
晴
ら
し
い
児
童
の
意
見
を
ど
の
よ
う
に
取
り
上
げ
れ
ば

い
い
の
か

。
ユ
ニ
ー
ク
な
考
え
の
児
童
を
、
ど
の
場
面
で
活
躍
さ
せ
る
か

。
個
別
指
導
で
考
え
さ
せ
て
お
い
た
児
童
の
登
場
の
さ
せ
方

も
ち
ろ
ん
他
に
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
お
お
よ
そ
右
の
よ
う
な
こ

と
を
、
必
要
に
応
じ
て
行

っ
て
お
く
と
、
後
の
活
動
が
格
段
に
質
の
高

い
も
の
と
な
る
に
違
い
な
い
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

ヒ
ン
ト
…
先
の
事
例
検
討
①
②
に
追
加
す
る
と
よ
い
も
の
を
自
分

な
り
に
考
え
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
よ
う
。

先
生
の
言
葉
遣
い

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
教
育
話
法
、
不
安
を
取
り
除
く
言
葉
、
誤
答

へ

の
対
応
、
日
常
の
全
て
が
お
手
本

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

み
な
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
ど
ん
授
業
の
参
観
を
す
る
機
会
が

あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
。
授
業
研
究
会

へ
の
参
加
も
で
き
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
学
び
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
も
、
国
語
科
の
授
業
で
あ
る
と
し
て
、
考

え
を
ま
と
め
て
お
く
。



一　

先
生
の
言
葉
遣
い
と
教
育
話
法

先
生
の
言
葉
遣
い
と
な
る
と
、
話
が
広
く
な
る
。
丁
寧
に
、
共
通
話

で
、
発
音
や
ア
ク
セ
ン
ト
を
正
し
く
、
な
ど
の
条
件
が
課
せ
ら
れ
よ
う
。

誰
あ
ろ
う
教
育
者
と
し
て
の
言
葉
遣
い
な
の
だ
か
ら
。

で
は
、
次
の
よ
う
に
絞
っ
て
い
こ
う
。
教
育
話
法
で
あ
る
。
教
育
話

法
と
は
、
学
校
で
の
教
師
の
話
し
方
の
こ
と
で
あ
る
。
誠
実
で
人
間
味

豊
か
に
語
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
故
人
と
な
ら
れ
た
が
、
鳴
門
教
育
大

学
元
学
長
の
野
地
潤
家

の
じ
・
じ
ゆ
ん
や
）
先
生
は
、
か
つ
て
、
教
育
話

法
と
し
て
求
め
ら
れ
る
十
項
目
を
挙
げ
ら
れ
た
。
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

①
熱
心
で
あ
る
こ
と

（真
摯
性

・
熱
意
性
）

②
教
養
の
高
い
こ
と

（教
養
性

。
人
格
性
）

③
明
朗
で
あ
る
こ
と

（明
朗
性
）

④
清
ら
か
で
あ
る
こ
と

（清
明
性
）

⑤
優
し
い
こ
と

（慈
悲
性
）

⑥

ユ
ー
モ
ア
に
富
む
こ
と

（
ユ
ー
モ
ア
性
）

⑦
親
し
み
や
す
い
こ
と

（親
和
性
）

③
公
平
で
あ
る
こ
と

（公
平
性
）

⑨
親
切
で
あ
る
こ
と

（親
切
性
）

⑩
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

（卓
越
性
）

野
地
先
生
に
は
、
岡
が
小
学
校
教
員
の
時
代
に
も
、
大
学
教
員
に
な

つ
て
か
ら
も
、
何
度
か
ご
指
導
い
た
だ
く
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
そ

の
時
、
野
地
先
生
は
、
ま
さ
に
教
育
話
法
を
体
現
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

折
に
、
私
は
、
こ
れ
ら
十
項
目
は
、
子
ど
も
に
対
す
る
時
だ
け
で
な
く
、

保
護
者
に
対
す
る
時
も
、
地
域
の
方
々
に
対
す
る
時
も
、
常
に
心
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
確
信
し
た
次
第
で
あ
る
。

一
一　
不
安
を
取
り
除
く
言
葉

子
ど
も
の
不
安
を
取
り
除
く
言
葉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
ま
た
、
逆
に
、
不
安
に
さ
せ
る
言
葉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
小
学
校
か
ら
中
学
校
、
高
等
学
校
に
か
け
て
、
多
く
の
先
生

か
ら
ご
指
導
を
受
け
て
き
た
皆
さ
ん
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
察
し
が
付
く

こ
と
で
あ
ろ
う
。

子
ど
も
の
不
安
を
取
り
除
く
言
葉
と
は
、
例
え
ば
、
自
信
の
な
い
子

や
引
っ
込
み
思
案
な
子
で
も
、
し
っ
か
り
と
自
信
を
持

つ
て
話
せ
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
、
教
師
が
工
夫
し
た
言
葉
か
け
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、

不
安
に
さ
せ
る
言
葉
は
、
誤
答
を
許
さ
な
い
よ
う
な
、
責
め
る
よ
う
な

言
葉
で
は
あ
る
ま
い
か
。
間
違
い
だ
と
決
め
つ
け
、
発
表
者
の
自
尊
心

を
傷

つ
け
る
恐
れ
が
大
い
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
、
注
意
深
く

排
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

〓
一　
誤
答

へ
の
対
応

子
ど
も
の
誤
答
は
、
頻
繁
に
出
て
く
る
に
違
い
な
い
。
ど
の
よ
う
に

対
応
す
る
と
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

誤
答
を
、
即
座
に

「間
違
い
で
、
直
し
よ
う
が
な
い
も
の
」
と
し
て

処
理
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
正

し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
判
定
は
保
留
し
て
お
き
、
も
う

一
度
本
人
に

考
え
を
聞
い
て
み
る
と
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
皆
で
考
え
て
み
る
と
か
さ

せ
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。

意
図
的
に
間
を
取
り
、
じ
つ
く
り
と
誤
答
に
向
き
合
う
よ
う
に
し
た

い
。
そ
し
て
、
検
討
が
終
了
し
た
ら
、
わ
ざ
と
、

「先
生
の
い
い
方
が

分
か
り
に
く
か
つ
た
か
な
？
」
な
ど
の
フ
オ
ロ
ー
も
し
て
い
く
と
よ
い
。

誤
答
と
言
っ
て
も
、
勇
気
を
振
り
絞

っ
て
挙
手
を
し
、
発
表
が
な
さ
れ

た
答
え
で
あ
る
。
発
表
者
の
尊
厳
を
大
切
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。

皆
さ
ん
、
教
師
の
言
葉
を
は
じ
め
と
し
て
、
日
常
の
全
て
が
お
手
本

と
な
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
に
と
つ
て
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

・
発
展
学
習

そ
ろ
そ
ろ
、
こ
の
授
業
も
終
わ
り
が
近
づ
い
て
き
た
。
皆
さ
ん



の
方
か
ら
、

「期
末
試
験
で
は
、
ど
ん
な
問
題
が
出
ま
す
か
？
」

と
い
っ
た
質
問
も
出
て
く
る
。
次
の
も
の
は
、
過
去
の
試
験
問
題

の
例
で
あ
る
。
参
考
に
し
て
も
ら
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

１
　
板
書
の
し
か
た
に
つ
い
て
た
ず
ね
ま
す
。

（　
　
）
内
に
最
も
適
当
な
言
葉
を

書
き
入
れ
な
さ
い
。

板
書
す
る
と
き
は
、
筆
圧
を
し
っ
か
り
か
け
て
、
黒
板
に
食
い
込
む
よ
う
に
書
く

の
が
望
ま
し
い
。
板
書
し
な
が
ら
話
す
の
は
よ
く
な
い
。
話
し
を
す
る
と
き
は
、
子

ど
も
の
方
を
見
る
の
が
基
本
。
書
く
と
き
と
、
話
し
を
す
る
と
き
と
を
き
ち
ん
と
区

別
し
て
、
子
ど
も
の

（　
　
）
を
育
て
る
の
で
あ
る
。

書
く
と
き
の
姿
勢
に
も
留
意
し
た
い
。
黒
板
の
低
い
位
置
に
書
く
と
き
は
、
し
や

が
ん
で
書
こ
う
。
文
字
と
し
て
も
整
う
し
、
児
童
も
見
え
や
す
い
。

（　
　
）
以
外

の
手
の
使
い
方
も
大
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
遊
ん
で
い
る
と
、
ふ
ら
ふ
ら

し
て
、
安
定
感
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

２
　
た
し
か
め
発
間
と
つ
っ
こ
み
発
間
に
つ
い
て
学
ん
で
も
ら
い
ま
し
た
。
左
記
の

中
か
ら
、
つ
つ
こ
み
発
間
で
あ
る
も
の
を
見
つ
け
、

（　
　
）
に
○
を
書
き
入
れ

な
さ
い
。
な
お
、
○
の
数
は

一
つ
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

（　
）

「わ
ら
ぐ
つ
の
中
の
神
様
」
で
、
前
の
時
間
に
学
習
し
た
の
は
ど
の
場
面
で

し
た
か
？

（　
）
お
み
つ
さ
ん
は
、
ど
ん
な
わ
ら
ぐ
つ
に
仕
上
げ
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
か
？

（　
）
こ
の
ペ
ー
ジ
で
、
大
工
さ
ん
が
言
っ
た
会
話
部
分
は
ど
れ
で
す
か
？

（　
）
前
の
時
間
に
、
お
み
つ
さ
ん
の
会
話
に
注
目
し
た
の
は
、
何
の
た
め
か
な
？

（　
）
お
み
つ
さ
ん
が
わ
ら
ぐ
つ
に
込
め
た
思
い
と
は
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。　
一

文
に
ま
と
め
な
さ
い
。

３
　
討
論
や
発
表
の
授
業
の
う
ち
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
学
習
活
動
に
つ
い
て
た

ず
ね
ま
す
。
次
の

（　
　
）
内
に
位
置
づ
く
も
の
と
し
て
、
ア
か
ら
力
ま
で
の
う

ち
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。

（　
　
）
の
中
に
、
そ
の
記
号

（ア
～
カ

の
う
ち
の

一
つ
ず

つ
）
を
書
き
入
れ
る
こ
と
。

調
べ
た
こ
と
を
、
模
造
紙
に
書
い
た
り
、
パ
ヮ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
使
っ
た
り
し
て
発

表

・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
論
理
的
な

「思
考
力
」
、
情
報
収
集
と
取
捨
選
択
の

「
（　
　
　
）
」
、
分
か
り
や
す
く
発
表

す
る

「表
現
力
」
が
身
に
つ
く
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
学
習
活
動
で
は
、

（　
　
　
）
を
設
定
し
、
そ
の
中
で
特

に
興
味
の
あ
る
事
柄
は
何
か
を
絞
り
込
む
。
そ
し
て
、
資
料
を
リ
サ
ー
チ
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
リ
サ
ー
チ
し
た
内
容
を
吟
味
し
て
、
発
表
に
必
要
な
も
の
を

取
捨
選
択
す
る
。

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
資
料
づ
く
り
で
は
、
聞
き
手
の
理
解
を
助
け
る

た
め
に
、
日
で
見
て
分
か
る
資
料
を
作
る
。
そ
し
て
、

（　
　
　
）
づ
く
り
を
し
、

練
習
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
・
本
番
に
備
え
る
の
で
あ
る
。

ア
　
テ
ー
マ
　
イ
　
発
表
原
稿
　
ウ
　
主
想

工
　
書
写
カ
　
オ
　
朗
読
メ
モ
　
カ
　
判
断
力

４
　
説
明
文
教
材
指
導
に
つ
い
て
た
ず
ね
ま
す
。
そ
の
指
導
の
第

一
段
階
は
す
ら
す

ら
音
読
、
第
二
段
階
は
段
落
分
け
、
第
二
段
階
は
接
続
詞
、
第
四
段
階
は
要
点
整

理
で
し
た
。
で
は
、
そ
の
す
ら
す
ら
音
読
の
指
導
を
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
し

て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
次
の
枠
内
に
記
し
て
く
だ
さ
い
。

（枠
は
省
略
）

５
　

「話
す
こ
と

・
聞
く
こ
と
」
で
、
近
年
で
は
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
単
元
が
設
定
さ
れ

て
い
る
教
科
書
が
増
え
て
い
ま
す
。
次
の
文
章
は
、
こ
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
内
容

・

意
義
を
説
明
し
た
も
の
で
す
。

（　
　
）
内
に
位
置
づ
く
も
の
と
し
て
、
ア
か
ら

力
ま
で
の
う
ち
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、

（　
　
）
の
中
に
、
そ
の
記
号

（ア

～
力
の
う
ち
の

一
つ
ず
つ
）
を
書
き
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

デ
イ
ベ
ー
ト
は
、
あ
る

（　
　
　
）
に
つ
い
て
、
肯
定
派
と
否
定
派
に
分
か
れ
て

討
論
す
る
形
式
の

（　
　
　
）
活
動
で
あ
る
。

（　
　
　
）
能
力
、
情
報
処
理
能
力
、

論
理
的
思
考
力
、
討
論
す
る
ｏ
あ
る
い
は
説
得
す
る
力
が
身
に
付
く
と
い
う
意
義
が

あ
る
。ア

　
話
し
合
い
　
イ
　
習
慣
　
ウ
　
問
題
解
決

エ
　
テ
ー
マ
　
オ
　
仮
説
実
験
　
力
　
理
解

６
　
本
講
義
で
、
あ
な
た
が
と
て
も
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
こ
の
下

の
枠
内
に
記
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
試
験
の
１
番
か
ら
５
番
で
扱

っ
た
内
容
以
外

の
こ
と
で
書
く
よ
う
に
し
な
さ
い
。

（枠
は
省
略
）

学
ん
だ
実
感
を
味
わ
わ
せ
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価

―
ド
　
‥
　
学
カ
テ
ス
ト
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
学
習
活
動
、
複
数

の
目
に
よ
る
評
価
、
指
導
と
評
価
の
一
体
化

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

学
力
を
評
価
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
ぁ
ろ
う
か
。
テ
ス
ト
で

測
れ
る
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
テ
ス
ト
以
外
の
方
法
を
挙
げ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
測
れ
る
力
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
身
の
経
験
も
振
り
返
り
な
が
ら
、
な
る
べ
く
国
語
科
の
学
習
を

例
に
、
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
。

][]



一　
学
カ
テ
ス
ト
を
ど
う
生
か
す
か

学
カ
テ
ス
ト
の
こ
と
を
、
わ
か
り
や
す
く
、
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
と
呼

ぼ
う
。
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
国
語
の
学
力
を
測
ろ
う
と
す
る
場
合
、
評

価
し
や
す
い
側
面
と
、
評
価
し
に
く
い
側
面
の
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

評
価
し
や
す
い
側
面
と
し
て
は
、

「文
字
の
読
み
書
き
」

「言
葉
の

意
味
」

「文
法
」
等
の
よ
う
な
基
礎
的
知
識
で
あ
る
。
そ
れ
が
悪
い
と

責
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
漢
字
の
場
合
、
ド
リ
ル
的
な
練
習
を
し
、
書

き
取
リ
テ
ス
ト
を
繰
り
返
し
、
き
ち
ん
と
そ
の
読
み
書
き
を
マ
ス
タ
ー

で
き
る
。
ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
は
、
そ
の
目
的
を
し
つ
か
り
と
押
さ
え
る

時
、
有
効
な
手
段
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
評
価
の
全
て
で
は
な
い
。

さ
て
、
評
価
し
に
く
い
側
面
と
し
て
は
、
様
々
な
文
章
を
読
ん
で
自

分
の
考
え
を
持

つ
た
り
、
そ
の
考
え
を
他
者
に
分
か
り
や
す
く
表
現
し

た
り
す
る
力
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
を
見
て
判

断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
評
価
も
あ
る
。
自
分
の
考
え
を
、　
一
枚
の
ポ
ス
タ

ー
を
使
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ヨ
ン
さ
せ
、
質
疑
応
答
を
経
て
、
振
り

返
リ
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
提
出
さ
せ
る
。
そ
の

一
連
の
成
果
物
に
よ

っ
て
評
価
を
し
て
い
く
場
合
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
ポ
ー
ト
フ
オ
リ

オ
評
価

（学
習
者
の
参
加
を
伴
う
多
角
的
な
評
価
）
に
繋
が
つ
て
い
く
。

一
一　
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
評
価

ひ
と
ま
と
ま
り
の
学
習
単
元
が
終
わ

つ
た
後
、
学
習
全
体
を
振
り
返

り
な
が
ら
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
や
作
文
な
ど
の
学
習
成
果
物
を
整
理
し
、

自
己
評
価
や
相
互
評
価
を
し
た
り
、
新
た
な
課
題
を
発
見
し
た
り
す
る

学
習
活
動
の
こ
と
を
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
評
価
と
捉
え
よ
う
。

点
数
だ
け
で
は
表
せ
な
い
学
力
を
知
る
手
立
て
と
な
り
、
評
価
活
動

そ
の
も
の
を
学
習
活
動
と
し
て
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、

自
分
が
こ
の
学
習
に
よ
つ
て
何
を
学
ん
だ
の
か
、
学
ん
だ
こ
と
を
ど
う

活
用
し
た
の
か
、
も
っ
と
工
夫
で
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、
今
後

の
課
題
は
何
か
等
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
学
び
を
教
室
の
み
ん
な
と
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
格
的
に
導
入
す
る
場
合
、
次
の
三
種
類
の
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
を
作

っ
て
い
く
と
よ
い
だ
ろ
う
。

ア
　
学
習
成
果
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

短
期
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

（ｇ
果
す
∞
罵
〓
ざ
〓
３

で
あ
る
。

学
習
者
は
こ
の
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
を
、
現
在
課
題
と
な

つ
て
い

る
学
習
成
果
を
保
存
す
る
た
め
に
使
う
。
学
習
者
が
管
理
し
、

何
を
中
に
入
れ
て
、
何
を
取
り
除
く
か
は
、
学
習
者
が
決
め
る
。

イ
　
展
示
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

中
期
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

↑
ぎ
Ｉ
Ｂ
ｏ
Ｂ

，
き
〓
３

で
あ
る
。

展
示
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
は
、
学
習
者
の

一
番
よ
い
学
習
成
果
か
、

あ
る
時
間
の
あ
る
特
別
な
例

（パ
フ
オ
ー
マ
ン
ス
を
含
む
）
を

示
す
学
習
成
果
を
、
教
師
と
学
習
者
と
が
展
示
し
た
い
と
思

っ

た
時
に
、
使
用
す
る
。
展
示
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
は
、
学
習
成
果

ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
か
ら
選
ば
れ
た
学
習
成
果
が
納
め
ら
れ
る
。

ウ
　
蓄
積
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

長
期
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ

（８
昌
ｒ
〓
る

ｏ
Ｒ
亀
２
ざ
）
で
あ

る
。
こ
の
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
は
、
学
習
者
と
と
も
に
進
級
す
る
。

学
習
者
の
学
習
成
果
の
総
合
記
録
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
長

い
期
間
に
わ
た
る
成
長
を
示
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
に

お
け
る
学
習
の
進
み
具
合
を
示
す
い
く
つ
か
の
学
習
成
果
の
例

が
保
存
さ
れ
る
。

ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
評
価
は
、
①
診
断
的
評
価

（事
前
評
価
）
、
②
形

成
的
評
価

（事
中
評
価
）
、
③
総
括
的
評
価

（事
後
評
価
）
を
、
具
体

的
な
学
習
成
果
の
保
存
と
い
う
形
に
お
い
て
、
実
現
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
に
納

め
ら
れ
て
い
る
用
紙
な
ど
に
記
入
さ
れ
た
自
己
評
価
や
他
者
評
価
の
コ

メ
ン
ト
の
例
を
基
に
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
て
い
た
評
価
規
準
と
照
ら

し
合
わ
せ
な
が
ら
、
位
置
付
け
、
意
味
付
け
て
、
再
び
子
ど
も
に
返
す

こ
と

（フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）
は
、
大
変
有
効
で
あ
る
。

〓
一　
複
数
の
眼
に
よ
る
評
価



自
己
評
価
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
学
習
過
程
を
振
り
返
り
な
が

ら
、
で
き
た
こ
と
や
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
カ
ー
ド
に
書
き
込
ん

で
い
く
。
こ
れ
だ
け
で
も
学
び
の
実
感
が
得
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
教
室
で
友
だ
ち
同
士
が
評
価

コ
メ
ン
ト
を
書
き

合
う
、
あ
る
い
は
う
ま
く
で
き
て
い
る
点

。
こ
う
す
れ
ば
も
っ
と
よ
く

な
る
点
を
伝
え
合
う
と
い
つ
た
他
者
評
価

（相
互
評
価
）
に
よ
つ
て
、

さ
ら
に
学
び
が
深
ま
る
。
保
護
者
に
参
加
し
て
も
ら
う
の
も
、
場
合
に

よ
っ
て
は
有
効
で
あ
る
。

四
　
評
価
と
指
導
の

一
体
化
を
め
ざ
し
て

教
師
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
時
々
の
学
び
の
足
跡
を
評
価

の
観
点

（評
価
規
準
）
に
沿
っ
て
位
置
付
け
、
意
味
付
け
、
学
習
者
に

返
し
て
い
く
こ
と

（
フ
イ
ー
ド
バ
ツ
ク
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。

例
え
ば
、
あ
る
児
童
の

「読
む
こ
と
」
の
学
習

（高
学
年

。
文
学
教

材
の
場
合
）
を
評
価
し
、
そ
の
結
果
を
基
に
、
次
の
よ
う
に
言
葉
か
け

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

「あ
な
た
は
、
友
だ
ち
の
い
い
と
こ
ろ
を

見
つ
け
る
力
が
伸
び
て
き
た
ね
。
そ
れ
か
ら
、
他
の
物
語
と
の
共
通
点

を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
素
晴
ら
し
か
つ
た
よ
。
読
み
比
べ
る

力
が
つ
い
て
き
た
証
拠
で
す
。
登
場
人
物
同
士
の
人
間
関
係
が
読
み
取

れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た

一
つ
読
み
取
り
の
ワ
ザ
が
増
え
た
わ
け
で

す
よ
。
発
表
の
時
の
声
は
、
ち
ょ
つ
と
小
さ
か
っ
た
気
も
す
る
け
れ
ど
、

内
容
は
素
晴
ら
し
か
つ
た
か
ら
自
信
を
持

っ
て
ね
。
発
表
練
習
す
る
時

に
、
友
だ
ち
に
聞
い
て
も
ら
つ
た
り
、
鏡
を
見
て
表
情
を
確
か
め
な
が

ら
練
習
し
た
り
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
」
こ
の
よ
う
に
言
葉
か

け
す
れ
ば
、
児
童
の
力
が
確
実
に
伸
び
る
に
違
い
な
い
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

本
講
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
。
↓
ノ
ー
ト
整
理

。
発
展
学
習

ま
た
、
引
き
続
き
、
講
義
全
体
を
振
り
返
り
、
ま
と
め
を
確
実
に

し
て
い
こ
う
。
視
点
を
変
え
、
前
述
の
よ
う
な
、
あ
な
た
自
身
に

よ
る

「国
語
科
教
育
法
」
の
学
習
ポ
ー
ト
フ
オ
リ
オ
づ
く
り
を
す

る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
。

［田〕　
まとめ

キ
ー
ワ
ー
ド
　
‥
　
教
材
研
究

（
シ
ー
ト
）
、
単
元
観
、
児
童
観
、

指
導
観
、
指
導
目
標
、
評
価
規
準
、
指
導
計
画
、

本
時
の
学
習
、
板
書
計
画
、
発
問

・
指
示
の
メ

モ
、
教
科
書
会
社
の
指
導
書

・
サ
イ
ト
、
先
行

実
践
の
収
集
、
推
敲
、
模
擬
授
業
、
事
後
の
教

材
研
究

（総
括
）

予
習
の
ポ
イ
ン
ト

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
見
渡
し
、
残
さ
れ
た
疑
間
点
な
ど
を
整
理
し

て
お
く
。
自
分
な
り
の
見
解
を
ま
と
め
て
お
く
。

最
終
講
で
は
、
教
材
研
究
の
方
法

・
学
習
指
導
案
を
作
成
す
る
手
順

等
の
お
さ
ら
い
を
し
た
い
。

学
生
に
よ
る
授
業
評
価

・
ま
と
め
の
試
験
も
行
う
。

復
習
の
ポ
イ
ン
ト

最
終
講
で
の
取
り
組
み
を
基
に
、
全
体
の
ま
と
め
を
し
て
お
こ
う
。



マニユアlt/

七ネ。
( er+rorrr:traEEa+axr*n)

1   日

2学 年

3 単元名

蒻 名

日語科学習指導案

 指轟磐｀声:フ。 。 。

平成OO年○月○日 (O) ○校時  OO教 室

第O学年 ○組  男子○名,女子0名 ,計0名

「地球環境について考えようJ

一秒が一年をこわす,ホタルにすむ水辺,

「子ども環境会議」を開こう

単元について

O 単元観

,本単元が,「学習指導要領」のうち,どの内容を受けた単元かを明記する。

・指導要領の①学年の発達段階に応じた指導内容②具体的な指導のポイントを把

握して書く。

・教材の価値や言語活動を通してつけたい言語能力は何かを書く。

○ 児童観
。つけたい力にかかわる既習事項,定着状況を書く。

。つけたい力にかかわる課題を明記する。

・児童の実態については,数値等を使い具体的に表すと良い。

O 指導視

・児童観を生かした学習内容・方向を書く。
。授業改善のための工夫や提案したいことを具体的に書く。

○ 研究主題とのかかわり

。研究の柱と対応させた項を起こす。

こ●lt、 めっ卜し:λ ltる ここはな、ヽ′

単元の目標

○ 進んで地球環境に関連する本を読んだり,それについて自分の考えをもち,積極

的に話し合おうとしたりしている 。 (国語への関心・意欲・態度〉

○ 地球環境に関連する本を選び,自 分の考えを深めたり広めたりするために読むこ

とができる。 (読むことア)

O 環境について書かれている文章の内容を,的確に押さえながら要旨をとらえたり,

事実と感想,意見の関係を押さえ,自 分の考えをもちながら読んだりすることがで

きる。 〈読むことイ エ〉

○ 「子ども環境会議」で,自分の意図が伝わるように効果的な組み立てや資料提示

を考えて話したり,自分の立場や意図をはっきりさせて話し合つたりすることがで

きる。 (話すこと。聞くことア ウ〉

○ 辞書を引く習慣をつけ語句に対する理解を深めるとともに,論理的な文章の効果

的な文章構成について理解することができる。   く言語事項ウ (ク)オ (オ)〉

57

児童・生佳のやる気を引き出

す.また単元の目的が分かる単

元名の設定をする。

章表現としては「…・

ることができるようにす

るために.ワークシートを

活用する。J等の表現が望

ましい。

ｒ
ｌ
八
」
ヽ
　
５

る学薔活動を示すにとどまらないよ

うにする。どんな言語能力を育てようと

しているのかを,指導甕饉の指導事項と

のかかわりで明■に示す。



単元の評価規準
は「主領壌」「主領城への口0・ 童歌・態度」「主領城と口通し

指導するべき言語事項」の3観点がユニットであるが.本事例のように,

前半.■かに読みとることを学習じ,後半,それをもとに話し合う学■と

ぃうょうに.鮨諄のねらいが明薔に区別されれば.それぞれの傾墟ごとに

言語についての知

餞 。理解・技能ィ 話す 。日く能力

わからない言葉をロベ
,

薔句の働きに気が

ついている。

② 意見と事実の書き

分け方,睛理的な文章の

構成の仕方を理解
している。

本を選びt内容や筆者のな
園を押さえて籠み,

自分の考えを深め

たり広げたりする
ために活用してい

る。
② 緻材文の内容を的菫

に押さえながら要旨をと

らえている。

③ 書かれている内容に

ついて,事実と感を,意見
の日際を押さえ,自

分の考えを

で自分の意目が伝わる

ように,組み立

て を工夫 した

り,資料提示を

したりして話し

ている。

②自分の立―
国

をはつきりさせ,環境

同■解決のため

に話し合つてい

について書かれている本

を
=み

,自 分の考

えを広めたり濠め

ょぅとしている。

② 菫奏問■について,

自分の立場を明●にし

て,薔●的に話し

合いに参加しよう

としている。

③ 文章の■み方,保
層追求,解決の仕方等を

今後の言語生活に

生かそうとしてい

研究所作成の,考資料の「評

輌規準及びその具体例」を踏

まえて猥定する。6ix et'tts 6 l:lb' c r'l t=vtt,fiF')totflt tt-
ii i. Sii=ot'-a v Q > 7 -'/ 1 7Fil€l ( E-SErE
7 =E'. i< 

= 
tJ oh Sttttttt 6t:ba' naz*t'

it=ieave i*aE rtrc : e r oh Ertt!.t&t 6t=
bo+ALL<. tlt<lrLir76"

7 指導計画 (全 16時Q

B

学 習 活 動 (時数)

という見通しを持つて幸習に子
― -7■

‐ ●● フ ● ―
―

～

について考えるという単元全体

ワークシー

トの内容

・叙述に即して内容を的凛にと

らえ筆者の主張を観み取つて

いる。
・
電12:景:警雰あ与寛Li・

っている。

ゆ
。わからない言葉を辞書で■ペ

ている。
・意見と事実の書き分け方,綸

(6) 精 5/6

ルのすむ水辺Jを贅み,地津彙

魔についての筆者の考えを贅み

取り,自 分の考えを話し合う。

Jを準元の中に具体的に

置づける。指導に生かす評●をするた

めに,重点的に機う観点を明らかに

し.0で示す。

度や様子の

観察

ヮークシー

トの

内容

国書を探して菫もうとしてい

。国書賓料を活用して自分の考

えを深めたり広げたりしてい

る。

二つの秋研Xの口みヤヌ17に ,

身の回りにある環魔固題につい

ての自己課題を決定し,「子ど

も環境会薔」を開くために凛瑾

解決をする。(6)



○ イ①
。自分の意国が伝わるように,

日の組み立てや怪示贅料を工

夫している

ブレゼンテ
ーション資
料の内容

4 「子ども環境会■Jを開き,日

分たちに今できることを話し合

う。(2)

O

◎

ア②
・自分の立場を明薇にしなが

ら,積極的に話し合いに参加

しようとしている。
イ∞
・意目が伝わるように組み立て

を考えて話したり,自分の立

●や意口をはつきりさせなが

ら話し合つたりしている。

授業中の目

魔や様子の

観察

授案中の自

度や崚子の

観察

・菫欲・●度は単
の最後でも諄●したい。

5 学習のまとめをする。 (1) 0 アO
・単元の学習をふりかえり,今

後の言語生活に生かそうとし

ている。     _

自己諄優カ
ー ドの内容

(48'a*a>
評価規準の設定の仕方 (例 )

臓研究硼

・文章構成や

文末表現な

どを手がか

りにして筆

者の主強を

読み取って

いる。

・目的によつ

て短い文に

要詢したり,

説明するた

めにある程

度長くまと

めたりして

いこ

□

・文章輌威 _

や文末表現

を手がかり

にして,騒

者の主張を

観み取つて

いる。

・目的や凛□

などに応 じ

て,文章の内

害を的確に

押さえなが

ら要日をと

らえること。

・目的綽嘔目

に嘔氏 、文

章の内害を

短く要詢 し

たり伸ばし

たりして 要

旨をとらえ

て謗んでい

こ

回

・文30●8
を的確に押

さえながら,

要旨を読み

取つている

C
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8 本時の展開

(1)本時の目標

「ホタルのすむ水辺Jの筆者の主張を読み取ることができる。

(2)観点別評価規準・

◎読む能カ エ② 文末表現を手がかりにしたり,

えたりして,筆者の主張を読み取つている。

(3)学習の展開

本時の日標を達成できたかどうか,評●する

準として「単元の諄輌規準Jを本時レベルに藩
としてできるだけ具体的に示す。欝●規率はB
(おおむね濱足できる)段階で表す。

(Or努力を要するJ状況と判断した

児童への指導の手立て)

◇前時の読みとりをふりか
えらせる。

◆要点をまとめたワークシ
―卜や段落構成をまとめ

た掲示物を参考にさせ,

意味段落としてのまとま
りを意識させる。

◇個々の考えを持たせるた
めにラインを引かせる。

◆筆者の考えや事実 。事例
を表す文末表現の事例を

掲示物で示し,文末表現
に注目させる。

◇指示語の内容を押さえた
上で,筆者の主張につい

て班で交流し,考えを深
めるようにさせる。

本時の日標を■ね達成でき

たと判断できる児童の姿を

具体的な文章にする。

教科書ヘ

のライン

発表の内

容

めあてをつか

文章全体から筆者の

主張を述べている段

落を見つける。

筆者が私たちに言いたいことや考えて

ほしいことを見つけよう。

力を要する児童のための

手立てを具体的に書く。

10,11段 落か

ら,筆者の主張を読

み取り,筆者が言い

たかったことについ

て話し合う。

本時のまとめをし,

次時の見通しをも
つ 。

工②文末表現
を手が
かりに
したり
指示語
の示す
内容を
的確に
押さえ
たりし
ながら
筆者の
主張を
読み取
つ て い

る。



4午 質a
4寡 。

国 語 科 学 習 指 導 案

指導嗜 教育実習生 田 利道

時 平成O颯朔 0日 (0)察粥 時

2学 級 第 1弓円=o組暢子0名・女子0名 )

3単元洛 くらべて よもう一『じどう車くらヽ 」―

4単元について

(1) 蹴

児童が、入学後に初めで触れた説胴文bそれが、教材文「いろいろなくちばしJであつた。文章構成として

は、熙れ 力ヽヽするJと 略 える」ということがセットになつたものである。
この「じどう車くらべJス■ム 曜ロヨ・F躍酪UきJ罰目に対する説明Jを、自動車の「しごと」と「つくりJ

の関係づけ継課躙係‐自64-と 構造を関係づけて考える)で述
^る

構成に発展してい乙 いろいろな自
動車がどんな「しごとJをしている力、そのためにどんな「つくりJになっている力を― ■寝

"ヽ
ナ、疑

問・着観点の芽が珈吹くようになつている。その芽を大切にしながら、自動車の観現が rしごとJについてと
「つくり」についてのまとまりからなっていることに墳崎い■‖コゝ獄こ、「そのためにJという灌瞬い繰たし
ている役割を児童に気付かせるように促すはたらき力ヽナを大事にする。

r/1鰐噸学署指導要領t― Jとの関瞳については、次のことが相デられる。本単元は、第 1学年及び第
2学年の 1隣むことJ領城の目標であるところの「書かれている事柄¨ の様子などに気付いたり、
想像を広げたりしながら

―
を身に付けさせるとともに、楽しんで調書しようとする態度を育てる。Jを受

ける。そして、自動車の「しごとJと 「っくり」に関係に目を向けながら読み、そこで学んだことを生かして
他の自動車を観現する文章を書くということが、学習内容の中心となる。また、同じく「ntrことJの内容で
あるところの「(1)ア 語のまとまりや営環の●きなどに気を付けて音講すること。Jや「(1)イ 時間的な順序、
事輌の順序等を考えながら内琳 を読むこと。」、r■くことJの内容であるところの「(1)ウ 語と―
と文との続き方に注意しながら、つながりのある文や文章を書くこと。Jと も密接な関わりがある.

② 児峰

本学級の児童の多くが国語を好きで、気づいたことをどんどん発言している。しかし、1年の2学期となっ
たが、はつきりとした発音で話したり音読したりすることはまだ充分にできているとは言えなし、本単元の学
習で、さらなる向上の一歩榊 してほしいと願つてい札
先に触れた「いろいろなくちばしJの学習ut大 部分の児b氏

―
らヽ厳子を議み取ることや、「問

しり と『答え」の基本的な構成について理解することができた だが、大切な言葉に働線を引く活動では 自
信を持つて探すことができなぃ児童が犠名`、 その児童は、音読でも、まだ一文字ずつの輸い観みの開階で
ある。言葉のまとまり(1駐 意餞した音競ができるようにすること、

-0-な
構劇こ気付かせ、

視点をしつかりと持つことができるようにすること、といった面での支援に力を入れる。根気強く学習に取り
組ませ、できたことの′:ヽさな積み重ねを大事にするようはたらき力1サていきたし、
(3)織
第一次t・lま、おおよそ次のように指導雄 める.ますt挿絵を見ながら、知っている自動暉について話し合

い、興味 。関心を高めさせてぃく。問し

"け
のまとまりの部分からは、「しごとJと「つくりJの二つを読み取

つていくことを押さえ、読み取りの視点を明確にする。また、単晩の最終では、「じどう車ず

"ん
Jを作ること

を知らせ、本単元の学習の大きな餞みのめあてを持たせるようにす礼
第二次になると、文章¨ 資ヵぇれの自動車の「しごとJとそのための「つくり」になっていることを

確認し、「しごと」から rっくり」の順番で読み取リ
ー を繰り還九 それによつて事柄の順序というものを

意識させたし、文表現では 主語と述語の関係をしっかりと個ませ、内容を正しく読み取ることができるよう

活動こつな:ス 理解の慄まりをめ凱

:車」の「しごとJと 「つくりJを考えて書く活動から

'よ

うにし、その効果わ さ衝い ヽのちには 児

61」

などを図書室の図鑑でロペ、自分ならでまの「じち



う車ずかん」を作るように指導を進める。

ユ 枷 目標

0日鑑や絵本に興味を誌 、乗り物に関する様 な々本を進んで競もうとす札 ICrtrこ と(1)ヵ】
0はっきりとした発音

―
を音講するとともに、「しごと」と「つくりJの関係を考えながら、内容の大体

を抑 ること力:でき乙 ICatrこ と(1)ア・イ:

0教材文の構成を参考にして、簡単な組み立てを考え、自動車の「しごとJと「っくりJを説明する文章を書
くことができる.IB書くこと(1)ウ1    ・

0カタカナの語を、正しく読んだり書いたりすることができる。【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
(1)ウ (ア)]

α

…ア ロト Jい 。諄 ・

盤

イ 話す・田く饉カ ウ 書く勧 エ
ー

オ ■日こついての知臓・

襲 ・ 1:1:1:::

・自動中の「しごとJと r●

くり1-嚇 を博ち、

「じどう車カード(ずか

メDJ 酪 たJヽこ、lИ■や

壁 贅もうとし0ヽL

・|‖嗜文″メロロ腱

“

|ヨいこし、

自鋼 ■

"′"側
に ,ヽ

て,簡単な饉み立てを考え,

「しごと,と rっくりJを

観用する文章を書くことが

できていな

・自動■の「しごと,と r●

くり1-こ う くヽえ

か らコんo2ゝ

り情略で書く目を、正し

くあ だり

'ヽ

たりしてい

生

■ 職 ′

"籠

尊HttF C9師)

次 学 習 内 容

m
評

“■ 団 書 贅 曾 膵 優 規 軍 ゆ

自麟車に対する員

味。1朧bを1口り、Fじ

どう姉 洵 を作る

ことを短り、キ署のめ

あて

…

   (1)

0 0 ' efr$rn:4 <IfrL<t.6E'Et {r.6. er・ ノート

目いう・IIのまとまり

をみ
―

HF
るとともに輌出の片

磁 豪 衝

L (1)

0 O ・n"“
"明

中R文のまとまりを考えながら、

「

に出して餞んで

1｀こ

音臓・ノー ト

パスや燎用
=の

rしご

とJと r●くりJを臓

み取る。(1-綺

O

０

　

　

０

・パスや環用章の rしごと1と r●くり1の目踵を考えながら、内

…

つ。 こヽ

・― としてのまとまりを自nしながら.声に出して■んでいこ

・学ヨしたことをもとに ′くス

ー

rじどぅ。カー恥 を,
しTO｀ヘ

発言・′―ト

l●●

カード

トラックの「しごと,

とfつくりJを■み歌

ヽ (1)

0

Ｏ

　

　

Ｏ

・ トラックの rしごと1と f_く りJの目係を考えながら、内容の

一

つで こヽ

。■や夕としてのまとまり‐ しながら、口 出 して昴 0ヽこ

・年留したことをもとRト ラッタの「じどう車カー日 を

'ていこ

発言・ノート

薇

カード

タレーン車の rしご

とJと r●くり,セ贅

薇 る。(1)

0

Ｏ

　

　

Ｏ

・クレーン事の rしごとJと rっくり1-ttえ ながら、内審

―
■み凛つ0ヽ

。■や女としてのまとまりを壼臓しながら、自出 して■んでいな
。年目したことをもとに 夕い ン車の rじどぅ車カー陶 を■い

てヽ 五

殖言。ノー ト

薇

カード

F′
υ



rしごと,と ぃくり,～ えながら、はじコ●こう て、

饉単な颯み立てけ る文

"を'て
いる

はしご事の「しごとJ

とr●くりJに
'て

観現する文章t●く。

(1)

諄 ・ノー

ト

ノート・カード

0幼

覺■・ ノート

. d)tlo tLJtt ! r-r< tl Ezr(. trtr€$tll*
へ nteこ ぅとL● Чゝ

.rしごとJと r●くり,α順序を考えながら、

"を

な自麟庫につ

して,…
…

拿

“

助喘のを

'咄
颯

・片薔名で書く職 、正しくJ圏ピリ,tり し0■

自分の好きな自働車

に
'ヽ

■■国臓ヽ

猥朗庁る文章を書く。

②

・まだちの「しごとJと「つくり,の目わりに気を伸贅 長えてい
作つた饉 を発表し

合う。(:)

脚 朋

(1)本時の目標
                薇み取り、「じどう車カー向 にまとめて書くことがで

0′くスとじようよう車の「しごとJと「つくり」を

きる。

② 働靭

…o′くスや乗用車の「しごとJと 「つくりJの関係を考えながら、内容の大体を読み取つている。

O語や文としてのまとまりを意議しながら、声に出して読んでいる。

O学習したことをもとに、バスや乗用車の「じどう車カー日 を書いている。

0教員…教科書、掲示資料、じどう車カード、名表

学習の展開

０

　

０

け
O児童・・教科書、ノート、筆記用具

発言・ ノー

ト

・
=や

文としてのまとまりを

口 しわ ら`、江 出 ‐

んrt｀ろ

o′マスや環用車の「しごと,

と rっくり,の目係を考えな

がら、内容の大体を■みほつ

ていな

・学口したことをもとに,′く

スや栄用●の rじどぅ●ヵ―

日 を

'て
い7●

・

・職 きく ゆつくり てしれ ■ヽの嗜嘔口い らヽ、鶴 、口形、播 ・

発声 綱目D、 遠さ、日陸
`凛

打 ることを-4
・銀 て■

“

にし、■ロロ付け1イロヽ

. ffi';?, ex*"''L(t:*€5. tl:. tl:ttftrttl,(,r
いる児置を目め、脚

'ゝ

・クラベル君というグストカ■■するという殿憲こし、児童の興味・ロ

こを動 在

.rしごとJと r.く り,という■そのもの、そののりこ、それ力常 して

いる餞 セHll'させな

・聖贄させながら、日吹、音贅しつ う るよう:こ働き力●在 また、

留肘 し

“

lく よう目田けヘ

.Fじどう1助―日 魯日付したのち、書き方の要口をに示する

・はじめての活動であるため、ここoた スピードを目えて書くように

させな

・カー

… -0吼
そ う)‖ヽ懸 れ

…

こ`任せ

るようにすヽ

・本時のめあてについて自己評●させた後、数名中 こ発表させる

さらに、働 ら、

"括

的なことばわ すヽて、児■の口讚りを
=め

るよ

うにす&
・

―
トラッタにつして観み取る学習をすることを伝え、翔待を高

め6●● サをして姜千すこ

: 

“
…

こ

とをふリカiる。

2-の めあて

割目け る。

■ r/くスとしょぅょぅ

●IJ:こう ― 織 ま

とまりの部分を青nt

a
t rしごと,と rっく

り]を見
''る

。

i rしごとJと 「っく

り]にう て 考え、まと

めたことを害く。

0本時の年置をふりか

える

■ 次時の見通 しを持

,



晨《ネ
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゛
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この十薔条に従って、

手堅く授業づくりをしよう.

国語科授業づくりのための十箇条

1.指導する教材 (単元)を精読し (できれば視写がよい)、 難語旬やわかりに

くい事柄などをロベ、記録しておく.

2.散材研究シート (用紙・当敲領域のシート)に従い、日べて埋めていく。

3.その教材が『小学校学習指導要領・日語編Jのどの菫所に餞当するか見極

め、その部分を深く理解する。議当するところの「同上 解説Jの部分も押

さえ、引用・要約するなどして、項目列挙の形でメモしておく。

さらに、「評優規準の作成、評薔方法等の工夫改善のための参考資料 【小学

校 目語】J(目立教育政策研究所編、同所ホームページからもダウンロードで

きる)の歓当部分を参考に、これも項目列挙の形でメモしておく.

4.過去の指導例 (先輩の指導案、インターネットで入手できる指導案など)

がないか調べ、あればコピーを取り、参考にしていく.

5.教科書会社のホームページを開き、この教村に目係する饉所をダウンロー

ドした後、日を通し、保存しておく.

6.この段階で、自分自身がこの教材で教えたいこと。育てたいことを何点か

確定し、メモしておく (それを、子どもたちが「学びたいことJ「習いたいこ

とJへと持つていくのである)。

7.上記1～ 6までの事柄から取捨選択し、学習指導案の形式に落とし込む (ま

だ不十分なところがあれば埋めていく)。 →形式は用紙 。学習指導案例参照。

8.学習指導案の完成後、リハーサルし、問題があれば修正しておく.

9.教材文コピー.掲示物、ワークシーl、 板書計画□、台本 (発同等のメモ)

笠■作成しておく。(研究授業では、指導案とともにこれらを配付する。)

10.授業実践 《教育実習 1では棋授授剰 をし、その後の授業研究協饉会で出

た成果や課題をもとに学習指導案全体に見直しをかけ、必要があれば再度修

正しておく。(これが、事後の教村研究である。)

H
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光
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教材研究シート(詩・短歌・俳旬)
年 月 日()

作者は、どんな人か。

餞

リ ズ ム

何連から構成されているか、連の特徴は何か。

旬 切 れ

切 れ 字

どのような表現技法が用いられているか。…倒置法、比喩、擬人法など

表 現 技 法

表現の特色

そ の 他
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「よかったなあ」 (ま ど・みちお) 岡より参考資料

1.教材について

「よかったなあ」 (ま ど 。みちお)の掲載教科書は,東書 4上である。

「よかったなあ 草や木が」から始まるところの,いわゆる四連からなる詩である。「草や木」が「ぼ

くらのまわりにいてくれて/何おく何ちよういてくれて/どんなところにもいてくれて」と各連は続く。

子どもたちを,こ の詩の内容の深さに近づけたいもの。まどさんの自然観や生命観に触れさせたい詩教

材である。

2 作者について

本名は,石 田 道雄。1909年,山 口県徳山町 (当時)に生まれた。台湾の台北工業学校を卒業。台北工

業学校在学中に詩や短文を書き始め,友人と同人誌を作るほどに。戦前,台湾で総督府に勤めながら,

児童誌「コドモノクニ」「綴方倶楽部」等に詩を投稿した。「コドモノクニ」に投稿した詩が,当時の有

名詩人・北原白秋の選で特選になり,童謡を創り始めたことは,彼の転換点と言える。北原白秋には,

詩,童謡を学び続ける。戦後,ま どさんは帰国し,婦人画報社に就職。子ども向けの雑誌「チャイル ド

ブック」の編集に携わるように。この頃から,幼児雑誌やラジオなどに,童語を盛んに発表するように

なつた。

「ぞうさん」「ふしぎなポケット」「やぎさんゆうびん」等の童謡が有名である。野間児童文芸賞をは

じめ,芸術選奨文部大臣賞,路傍の石文学賞特別賞, 日本児童文学者協会賞,巖谷小波文芸賞を,最近

では国際アンデルセン賞他多くの受賞が。

まど。みちおというペンネームについては,ある所で次のように語つている。「本名は石田道雄ですが,

若い時にペンネームのつもりで付けたんですね。付けた途端に嫌になりまして (笑い)。 ところが,恩師

の北原白秋先生が「いい名前じゃないか」と仰つたので,それじゃこのままでいいだろうと。それから

ずつと使つているわけです。まどというのは,家でも何でも,外に通じる窓がなかつたらどうにもなり

ませんれ 窓を通じて外の景色を見たりします。そんな感 じで付けたんです。」との話は,誠に興味深い。

3.作品について

一連では,草や木,みどりの葉つば,花,実に感謝している。二連では,草や木がどれ一つとして違

っていてくれて,数限りなくいてくれて,よ かったなあと感謝の気持ちをいつばいにして語つている。

三連では,草や木が,いたるところに生育していてくれて,よかつたなあ,と感謝。人間だけでなく,

鳥やけものや虫にとつても,よかつたなあ,と感謝するのである。三連では,草や木 (植物)と動物と

を対比している。草や本は,人間だけでなく,鳥にも,獣にも,虫にも,地上のいたる所,あらゆる所

に生育していてくれて,「いらつしゃい !」 と歓迎してくれるようだ。本当にあり難いことだと深く思つ

ている。四連では,三連までをまとめ,改めて「よかったなあ」の前に「ああ」の感嘆詞をつけて強調

して言い,更なる深い感謝の気持ちが表明される。

もし,地球上に草や木がなかつたとしたらどうか。子どもたちに問うたら, どんな答が返つてくるだ

ろう。草や木は,人間や鳥や獣や虫たちの食用となるだけでなく,住居にもなり,生活の足場となり,

心潤し,安ら力ヽ こしてくれる存在。子どもなりの言葉で表現するのではないか。



四連では,草や木が,いつも,「雨に洗われ,風に磨かれ,太陽に輝いて」という順番になっており,

イメージがまざまざと浮かぶよう工夫されている。何時もきらきらと輝いて生育していてくれて,よ か

つたなあ,ああほんとによかつたなあと喜び,これからもそうあつて欲しいという願いも込め,気持ち

を存分に表している。大自然 (草や木)への賛歌と言える詩だ。

4.授業づくりについて

音読を軸として授業を展開するとよいだろう。「よかつたなあ」 「いてくれて」のような,繰 り返し

の表現が特色。「目の覚めるようなみどりのはつぱ 。かぐわしい実」のような,独特な表現に子どもた

ちは興味を持つだろう。 第四連の「ああ」から始まるところの、ある種の感動を表す読み方を工夫する

に違いない。他に,心に残る言葉を発表させてみると,草や木に対する作者の考え方を創造していくの

ではあるまい力ゝ

授業の展開としては,例えば,次のようにしてみるのもいいのではない力Ъ

音読を繰り返し,詩の大体を理解する。

「詩を読みましょう。何を書いた詩か,考えましょう。」「気に入つた言葉や好きになれそうな言葉

はありました力、 」と問いかけてみたい。

音読させ,感想を発表させる。好きな言葉を挙げて,発表させるのも有効。次のようなよさが生まれ

る。

・ 「いてくれて」という表し方から,作者の考え方に気づく。

・作者の草や木の見方に着目。気がついたことは何ですか,と 問う。すると,「草や木の色が美しく,

匂いがかぐわしいと書いている。草や本は美しいんだれ 」「草や木は沢山ある。皆違つているの

がいいのだって言つてるみたい。」 「草や木が待つていてくれる。人みたいに書いているよ。 (疑

人表現への気づき。)」

。「きらきらと」の意味を考えるのも面白い。四連は,次のようになっている。

ああ よかつたなあ 草や木が

雨に洗われ

風にみがかれ

太陽にかがやいて きらきらと

この連では,何を「よかつたなあ」と言つているのか間うと,「きらきらとかがやいている」こ

とが導き出される。「きらきら」から,草や木はどうしたら輝くのかを考えさせることもできる。

答えはすぐに出てこないかもしれないが,また音読を繰り返すと,雨や風の力で輝く,太陽の力を

借りて輝く,と 見つけていくのでit大切なことは,草や木も,自 ら輝くことなのだ。

・詩を音読し,出てきた思いを生かすために,ノ ー ト記述を大切にしたい。

◎あなた自身の気づきメモを大切にネ !!



「国語科教育法」課題…学習指導案の作成・提出要領
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指導者

1  日 時   平成 24年 7月 23日  (月 )   第 4校時

2 学 級  第 4学年 1組   (男 子 10名・ 女子 10名 )

3 単元名  詩を読 もう 「ふ しぎ」 rょ かったなあJ

★各自の学生番号と名前に書き換える。

4 単元について

(1)単元観

本単元は、場面の様子を思い浮かべながら、詩を声に出して読むことをねらいとしており、「ふしぎ」(金子み

す )ゞ、 「よかつたなあ」 (ま ど・みちお)を取り扱 う。言葉の書きや リズムを味わい、楽しんで詩を読もうとす

ることや、情景や作者の思いを想像しながら、場面の様子が分かるように工夫して音読することができるように

なることを目指す。「ふしぎ」は、全体が四連構成になっている。第一連から二連まで不思議に思う事柄を挙げ、

第四連では第一連から三連の自然の神秘を当たり前だと決めつけてしまう人々に対しての不思議を詠つている。

難解な語句が少なく、内容理解がしやすい。また、音数が揃えられ、リズム感を生み出している。語りかけてく

るような口調や、豊かなもののとらえ方が、子どもの感性を育てることに適していると考える。

(2)児童観

本学級の児童は、男子 10名、女子 10名 、計20名 で構成されている。児童は快活であり、興味 。関心のあ

ることにひたむきに取り組んでいる。本学級では朝の会で詩を音読するようになっており、児童の中にはすらす

らと暗唱ができる児童も多い。また、金子みす やゞまど。みちおの詩集が学級文庫に数冊置いてあり、両詩人の

詩を好んで読む児童が多い。 したがって、詩を読む学修に関して抵抗がある児童は少ないと考えられる。

国語科の授業で、これまでに詩に触れることは何度もあつた。しかし、詩の中に隠れている表現技法や文の構

成を意識 し、気持ちの変化や情景に気付き、それらをはつきりととらえて音詭する力は十分に育つていない。ま

た、聞き手を意識した音読をすることに苦手意識を感 じている児童が多いため、それを補うような働きかけが必

要となつている。

(3)指導観

指導にあたつては、詩が持つ独特のリズムを感じ、場面の様子を考えながら声に出して表現することができる

ように、音読の仕方を工夫させたい。本時では、まず音読の時間を取る。ノー トに書き写した詩の行間に、自力

で読み取つたことを、二つの観点を基に書きこませる。構成、表現技法、リズムなど、気づいたことを書きこむ

ことで、読み方の工夫が可視化される。そして、分かつたことから、作者が詩で伝えたいことを考えさせる。そ

れらを基に、どのように音読すれば相手に伝わりやすいか考え、二人組になり、発音の仕方、抑揚のつけ方、声

の大きさ、連ごとの区切りに気を付けるようにして音護をさせたい。最後に、自分の音読を振り返らせることで、

今後の課題をより意識づけたい。

5 単元の目標

○内容の中心や燿面の様子がよくわかるように音読することができる。

:学習指導要領の内容項目 C(1)ア 】

○場面の移り変わりに注意 しながら、作者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

むことができる。                        I学 習指導要領の内容項目 C(1)ウ】

案導指習学科語国

★「よかつたなあ」の教材の特質については,自 分なりの教材研究を踏まえて書き摯える。

「よかったなあ」

も、全体が四連構成になっている。第一連では草や木の存在への感嘆、第二連では草や木の数と多様性への感嘆

が詠まれている。第二連では草や木が至る所に存在することへの感嘆、第四連では草や木が太陽などの大きな自

然の恵みを受けて存在することへの感嘆が詠われている。擬人法と反復が駆使されており、自然への感謝の気持

ちが強調されている。視党や嗅覚に関わるものも取り上げられており、感覚を働かせて読むことができる。

また、「小学校学習指導要領 (国語編)」 との関連では、「C読むこと」の内容 (ア )(ウ )と のつながりが深い。

★操 り返 しにな りますが ところ以外は,変更しなくてもいいです。



6 評価規準

ア ロ

“

への関心● イ 
“

十・日く佳カ ク ●く籠カ 工 菫む籠カ オ ●■についての知餞
=

①内容の中心をとらえた

り、連の関係を考えたりし

ながら、楽しく薔んでいる。

①何が述べられているか

作をは何を■ているのかを

考えながら、清を,き写し

ている。

①内容の中心や嬌面の様子

がよくわかるように

'臓
し

ている。

①語のリズムをはじ取りな

から '■を想像すること

ができている。

OHE― など、■蔵や

"の
■■技法について初歩

的な理解をしている。

7 指導計画 (全 2時間)

次 学 習 内 容

(時数)

評 価

関 露 田 書 読，
ロ 評 価 規 準 評価方法

0「ふしぎJを
"も

う。

★ (1)にする。

本時 」は取る。

0 内容の中心をとらえたり、連の口係を考えたりし

ながら 持を楽しく菫んでいる。(ア①)

行動■察

■●

行動●察

行動■察

,-? t- |

,/-l

―

―

―

．

0 ・何か述べられているのか、作者は何を見ているの

かを考えながら "を書き
'し

ている。(ウ①)

0

0

・内容の中心や●面の様子がよくわかるように

'演
している。 (工①)

・薔のリズムを感じ取りながら ■■を想像するこ

とができている。(力Э)

0「よかつたなあ, 0

★ (1-本 時 にする。

 Ert::tr*E.

を

'も
う。 内容の中心をとらえたり 違の目係を考えたりし

ながら "を薔もうとしている。(ア①)

行動■●

■■

0

0

・内容の中心や,面の様子がよくわかるようにキ

"
している。(工①)

樹二法や連など 構成や
"の

ま,技法について初

歩的な理解をしている。 (力②)

千二百F｀
ノー ト

ノー ト

8 入れるよう る。本時の展開

(1)本時の目標

○場面の様子を思い浮かべ、

(2)観点別評価規準

(3)

児童

獅

★ウ①は,

作者の思いを想像しながら音読することができる。

第二次にも

ノー ト

掲示資料 (詩を書いたもの)ワ ークシー ト

★ウ⑪も入れて,次のように国つにする。

・内
=の

中心をとらえたり、■の日

“

を考えたりしなFら、
"を

●もうとしている.(ア①)

・
"が

選ぺられているのか、作者は
"を

見ているのかを考えながら、持を,き写している。(ウ0)

・内
=の

中0や●百の様子がよくわかるように■●してい0.←EO

・口魔法や違なと、3蔵や
"の

表●●法について初歩的な■
"を

している。(10)

・内容の中心をとらえたり、連の関係を考えたりしながら、詩を楽しく読んでいる。

・何が述べられているのか、作者は何を考えているのかを考えながら、詩を書き写している。

・内容の中心や場面の様子がよくわかるように音読している。

・詩のリズムを感じ取りながら、情景を想像iる ことができてい
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く導入 5分 >

1時の学習に入る構えを作る。

コ名と作者を知る。

2本時の学習を■澤する。

牛習燎●が整つていることをalBし たのち 授業に入る

ようにする。

今日午ぶ

"の
日名と作者を知らせる.

・ 本時の学習のめあてを■示した後、書
=さ

せ 倉口

`ヒ

を

回る。

1.,/-tl:A12l6" | ./-tr:E5i6nE, tilltH I ti, tlloltf}2?i. | .firtii<6nrr,6 llil,ta

∫:tキ』111   1.鰤 の苦餞を目をつむってロカ七 郷 の書餞雌 |‐■の中心をとらえた 1行動●察

,ltatfLtr|tlJ! 'x i t:16" lr.t',tr{Ittitr l*t
しながら ,を楽しく,

んでいる。(70)

6●人で青薔をする。       |・ 作者になり切り、口人で,=をするようにする。

t tt6t i fra.'t'r., | ,', GtBfi?r.<!'a

。出 懲|、た上T篭ける………Ⅲ。

●き
'し

ている。(ウ 0)

・

"口
法や連など、■威や

"の

|●■技法について初歩的な理解をしている.(オ②)

をノートに,き込む.       l ①書き表し方で工夫されていると感じたところ.

②いい書
=だ

と思つたところ.

★子どもが「よかったなあJを読んで気づであろうことを書く。

|   |
★オ②に書き換える。

・分からない薔句を半げさせ 児■とうして,味を考えき

せる。必要に応して攣椰が臓明を加える。

4連構成であることを菫

“

する。

児童がノートに0いた気うきから、文の構蔵やリズムな

どに関するものを■まするように促す。

新たな気づきは、赤ベンでノートに,き込ませる。

・発表することで、全体で意見交資をする.

場面の様子や、作者の思いが聞き手に伝わるように音読をしよう。

が.Jと  晨 り返しになっている.

・
=数

が■つていて、 リズム感が

る。

わたしはふしぎてたまらない ～

雨か銀に光つて見えるのは

7■面の様子を考える.

0分からない

“

句の

“

スをする。

0何連構成め、

0妻■が工夫されていると思つたと

ころを発表する。

・樹E=、 反篠 リズム (書董)

綺のリズムを感じ

取りながら、情景を

,Inすることができ

ている.(/Cl)

0話者が一
=ふ

じぎでたまらないこ

とは何かを考える。 自然の移り変わりを当たり前だという人々の考え方が、

一人で作彙させる.思いつかないう合 lt、 友菫と話し合

つてもよいことを伝える。

0とのように工夫 して苦薔をするか

ノートに書き込む。

(4)学習の展開

うに注意
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★横のラインを捕える。ずれないよ



1争ヨしたことを思い諄めべ ながら

'●
する。

・ ワークンートに、とのようなこと

に気を付けて,菫するのうヽをさせ込

●

・二人ずつに分力・IL、 古

"の
日き合いをさせる。

・作なのこいを8い浮力・ くながら青餞をするよう健t.

・自分なりに工夫するところを■つてから

'■
をするよう

に彙す。

・●■を目くごとに、ウータシートにメモを取るようにす

る。

・書
=が'わ

つたら、コメントをもらうようにする。

・内3の中t`l●

のeFがよくわかる

ように■●してい

る.(工①)

●●●●

フータシート

くnt結  :0分〉

9ホ時のキヨを螢り返る。

10次時の見通しを持つ。

・申時の撃IBのめあてに対する●り還りをワークンートに

させ、■らの児■に■■させたのち、それにつなげて.敏

“

から露めや0ま しの■葉を力

“

する。

・次時にはまと。みちおの「よかったなあ,を年層するこ

…

・ 次
"は"し

い単元に入ることを伝える。

わ
ら
う
人
た
ち
が
、　
一
■
ふ
し
ぎ
で
あ
る
．

●
ふ
り
か
え
り

☆
●
■
メ

一
■
ふ
し
ぎ
に

，
っ
た
こ
と

，
い
く
わ
の
■
た
べ
て
」

０
と
つ
て
ば
ら
り
と
口
く
の
が
．

わ
た
し
は
ふ
し
ご
で
た

，
ら
な
い

た
れ
に
き
い
て
も
わ
ら
つ
て
て

あ
た
り
ま
え
だ
　
と
い
う
こ
と
が
．

１
●
に

，
す
る
ホ
し
ｒ

，

七
月
　
十
九
日

（木
）

ホ

し

ｒ
・

０

子

み

す

ゞ

■
●
の
■
子
や
　
み
す
ゞ
さ
ん
の
３
い

よ
う
に

，
■
を
し
よ
う
．

★今回は,これは作成しないこととします。
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第 3編  評価に関す る事例

1 評価規準の設定について

(1)評価規準の設定における基本的な考 え方

第 2編 で示 した国語科の評価規準の設定例は,主に単元の評価規準を設定する際の参考

となるよ うに作成 している。

評価規準を設定す る際は,児童の発達の段階を踏まえ,単元の指導の狙いを明確にす る

とともに,当 該単元に位置付ける言語活動な どに応 じて適切に設定することが大切であ

る。また単元によっては,複数の内容のま とま りに示 した設定例を組み合わせ るな ど,実

際の指導に対応 した評価規準を設定するよう留意する必要がある。

(2)評価規準の設定例等の活用

①年間指導計画などを基に,当 該単元で重点的に取 り上げる指導事

項を確認する。 (前単元までの学習状況を踏まえて,取 り上げる

指導事項を変える場合も考えられる。)

②指導事項を指導するのにふさわしい言語活動を,学習指導要領に

示す言語活動例を参考にして位置付ける。

①上記の指導事項を基に,以下の要素を踏まえて具体的に単元の日

標を設定する。

○児童の (同 系統の)前単元までの学習状況

○より具体的な言語活動の種類や特徴 ,教材の特質等

ポイント

①参考にする評価規準の設定例を確認する。

○当該単元で取 り上げる指導事項と言語活動に基づいて, どの設

定例を参考にするかを確認する。その際,評価規準の設定例が ,

以下のような示 し方をしている点に留意する。

【「話す 。聞く能力」「書く能力J「読む能力」について】

・できるだけ多様な指導事項を取 り上げて例示 したものであり,

その全てを当該単元で取 り上げる必要はない。

、 ・領域を複合させて一つの単元を構成する場合は,複数の内容の

複合 させ た単元ド ≧、まとま り (領域)に示 した設定例を組み合わせ,四 つ～工つの

では取 り上げ る1  観点について単元の評価規準を設定す ることが考えられ る。

1領域に応 じて観|【
「言語についての知識・理解・技能」について】

1点 を設定   | 。当該の言語活動と比較的関連付けやすいと考えられるものをま
ヽ____― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―                             _  ‐― ‐‐ ..‐ ‐ヽ ヽ ‐Ⅲ ― 工 ‐

・
蔽 ,ェ   1ヽ′ サ

“とめて例示 している。単元の評価規準を設定す る際は,当 該単

元で取 り上げて指導す る事項に応 じて設定す る。

②指導事項 を基に,言語活動を併せて単元の評価規準を設定す る。

○指導事項 と言語活動 とを併せて考 えることで,指導内容を明確

にして評価できるよう,単元の評価規準を設定す る。

このず脅4｀らで・ァ。

HFでっ力5"ヨ 千̀

当該単元で取 り上

げる指導事項 と言

語活動の確認

Step 2

単元の 目標 の設定

Step 3

単元の評価規準の

設定
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Step 4

指導過程の構想 と

具体的な評価規準

の設定

NO。 1

(例 )第 3・ 4学年 「書 く能力」指導事項イ (構成に関する指導事

項 )・ 言語活動例イ (疑 間に思つたことを調べて報告する文章)

→ 「調査の目的や方法,調 査の結果 とそこから考えたことなど,

調査を報告する文章のもつ構成の特徴を踏まえて,文章の構

成を考えている。」

下線部のよ うに, どのような言語活動を通 して指導す るかを踏

まえて指導すべき内容を明確化 し,具体的に設定す る。

①単元の指導過程を構想す る。

○学習の過程が,児童にとつて自ら学び,課題を解決 してい くも

の となるよ うにす る。評価規準の設定例は,機械的に指導事項

ア,イ , ウ……の順序に並べたものではなく,指導事項の順序

を柔軟に組み替え,学習の過程をイメージできるよ うに示 して

いる。指導過程の構想に当たつても,こ の点に留意する。

②単元の評価規準を基に,指導過程における評価規準をより具体的

に設定する。

○単元の指導 目標や指導過程,言語活動の特徴や観点の特質な ど

に応 じて,具体化の仕方は例 えば以下のよ うに,多様に考えら

れる。

各々の単元の評価規準をそのまま指導過程に位置付ける。

単元の評価規準を分割 して細分化 し,指導過程 に位置付ける。

単元の評価規準を,学習過程に即してより具性化して位置付け

る。 など

「自分の宝物を紹介しよう」 単元の指導計画から総括までの 2学年 )

単元の評価規準の設定か ら当該単元における観点別の評価の総括 に至る一連の手順 を

示 した事例。「A話 す こと・ 聞 くこと」の話題設定や取材及び聞 くことの指導 と評価の

を取 り上げて例示 した。総括については,複数のパターンを例示 した。

「シリーズ作品を読んで,好きなところを紹介しよう」

年間を見通した指導と評価の重点化 (第 2学 年 )

年間の見通 しの中で,前単元の指導 と評価 を踏まえ,単元で付けたい力を重点化 して指

導 し評価する事例。年間の各単元の評価の重点を示す一覧を例示 した。また,シ リーズの

本や文章を読むことを通 した指導によ り,学習状況 を効果的に評価す る手立てを例示 した。

諄例 31「説得力のある意見文を書こう」 思考・判断する状況の評価方法の工夫 (第 6学年 )

児童が思考 し判断 している状況 を評価す るための評価方法の工夫に関す る事例。「B

書 くこと」の意見文を書 く指導において,児童が 自分の考えを吟味す る学習を支えるワー

クシー トを基に効果的に評価す る例を示 した。

陣 91141 「食べ物のひみつを伝えよう」 領城間の関連を図る指導と評価 (第 3学年 )

領域を複合 した単元の評価のポイン トを示 した事例。「B書 くこと」と「C読 む こと」

とを複合 させ ることにより,双 方の領域の指導の効果を高める単元構成の特徴を踏まえて

評価を進める事例を示 した。

|ポ
イント     |

1設 定例 の配 列を

1参 考 に ,学 習過
|

1程も柔軟に構想
|

の國

2 各事例のポイン ト

* \'-r't\. :o)
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国語科

単元名

事例 1

自分の宝物を紹介 しよう

第 2学年「A 話す こと・ 聞 くこと J

キーワー ド :

単元の指導計日から

総括までの手H

1 単元の目標

(1)自 分が大切に しているものの中か ら一番紹介 したいものを選んで発表 しよ うとす

ることができる。

(2)紹 介 したい宝物 を選び,必要な事柄 を挙げて話 した り,大事 なことを落 とさず

に紹介を聞き,感想 を述べた り質問 した りす ることができる。

(3)主 語 と述語 とを照応 させ て話 した り,言葉には意味による語句のま とま りがあ

ることに気付いた りすることができる。

2 単元の評価規準

国語への関心・意欲・態度 話す 。開く能力
言語についての

知識・理解・技能

自分が大切にしているものを

様々に想起し,一番紹介 した

いものを選んだり,そ の特徴

や選んだ理由をはっきりさせ

たりして紹介 しようとしてい

る。

友達が紹介する大切な物につ

いて聞きたい,質問してみた

いという期待や願いをもって

間こうとしている。

自分が大切にしている物の

中から,友達に一番紹介し

たい物を選んでいる。 (話

題設定ア)

紹介する宝物のよさを考え,

その特徴が伝わるように,

必要な事柄を挙げている。

(取材ア)

相手が紹介 したい事柄の大

事なことと,自 分が聞きた

い事柄の大事なこととを落

とさずに聞き,友達の宝物

について質問 したり感想を

述べたりしている。 (工 )

気持ちを表す語句や色,大
きさ,形を表す語句など,

意味による語句のまとま り

があることに気付いて話 し

ている。 (イ (ウ))

主語 と述語 とを照応 させて

話している。 (イ (力))

3 指導 と評価の計画 (8時間 )

(1)前単元までの学習評価を踏 まえた本単元の計画

本単元では,小学校学習指導要領 に示す第 1学年及び第 2学年の 「A 話す こと・ 聞

くことJの言語活動例 「工 知 らせたいことな どについて身近な人に紹介 した り,それ

を聞いた りす ること。Jを通 して,指導事項 「ア 身近なことや経験 したことな どか ら

話題 を決 め,必要な事柄 を思い出す こと。J「 工 大事なことを落 とさないように しなが

ら,興味をもって間 くこと。」及び 〔伝統的な言語文化 と国語の特質に関す る事項〕 (1)

の 「イ (ウ)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。」,「イ (力)文 の

中における主語と述語との関係に注意すること。Jを 指導するものである。



NO.2

前単元で児童は,物を作 る手順 を説明す るス ピーチの学習を行つた。その際,話す順

序を考えて話 した り,話 し手が知 らせたいことを落 とさずに問いた りす ることができる

よ うになつてきた。 しか し,伝 えたい思いを膨 らませて話題 を選び,そ の特徴に応 じて

材料収集 を工夫 した り,自 分が聞きたいことを明確に して聞き,感想 を述べ合つた りす

るまでには至っていない。そこで本単元では特に,話題の選定及び話題の特徴を踏 まえ

た材料収集 ,自 分の聞きたい ことを明確に して間 くことに重点を置いて指導することと

する。

⊆7)本単元の指導 と評価の計画 (全 8時間)

次

時

間 狙い,学習活動 [指導のポイン ト (○)]
評価規準 ([ ])

評価方法 (。 )

1

2

◎宝物紹介スピーチをする学習の見通 しをもち,自 分の

とつておきの宝物を選ぶことができる。

①教師のモデルの紹介ス|○ 教師のモデルを提示するこ
ピーチを聞き,宝物を| とで, 自分の話題を選ぶ際
紹介する学習の見通し| の手掛か りとする。

をもQ     I

|

|

|

②自分が大切にしている|○ 話題が決められない児童に

物を様々に挙げ,その1 対 しては, いつも使っている

中から友達に一番紹介1 物や身の回りにある物の中から

3

4

5 Э紹介したい宝物の特徴|○自分の宝物の特徴や気に入って

な副咬で書き出丸 | いるところ,大切にしている理

1 由などを思い出してカードに書

| くようにする。

|○特徴や理由などが思い出せ

| ない児童には,宝物をよく

1 見るよう声がけした り宝物

: になったきっかけを思い出 |

[話・取材ア]紹介したい宝物に

ついて,それ まどのような物ハ

なぜ大切にしているのか,気に

入っているところはどこかなど

を考えている。

・ どんな宝物か,宝物になった理

li炒 :Ё][1つ霊貰|
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に書いて整理 し,カー
|

ドを並べ換えて話す順 :

序を決める。

⑤声に出しながら,「宝物

紹介」のリハーサルを

する。

その特徴などを櫛 めヽるように

し, さらに動 したし綺籠り あヽ

るときには,色の異なる追加取

材用カー ドに記入し,発表メモ

として用いるようにする。

○宝物紹介の準備をしながら,友

達のどんな紹介を聞いてみたし

力ヽ こも意識を向けられるように

声力ヽ づけ る。

: させたりする。

④紹介したい宝物につい
|○紹介したい宝物について,も う

て,話す事柄をカード| 一度見たり動かしたりしながら

替えながら話す順序を考えたり

できるカー ドを用いて評価する。

[言イ (ウ)]気持ちを表す語句

や色,大 きさ,形を表す語句

など,意味による語句のまと

まりがあることに気付いて話

す言葉を考えている。

・カー ドの記述の状況を基に評

価する。

[関]自分の思いを伝えるために,

紹介の仕方を工大しようとして

いる。

リハーサルの状況 とカー ドの

記述を基に評価する。授業に

おいて積極的に友達に聞いて

もらお うとする姿が見 られる

かどうか,また追加取材用カ

ー ドに書き加えられた内容に

より強く伝えたいとい う思い

が表れる記述があるかどうか

などを中心 として,伝えよう

とする思いの膨 らみを評価す

る。

[話工]宝物の特徴や大切にして

いる理由など友達が話したい

事なことと,自分が聞きたい

達の宝物についての大事なこと

とを落とさないように聞き,も

つ と知りたいと思ったことな

○二人組でリハーサルを行い,宝

物の素敵なところについて感想

を述べたり,もっと聞きたいと

ころについて,質問したりでき

るようにする。

◎宝物紹介スピーチを聞き合い,質問や感想を述べるこ

とができる。

⑥宝物紹介の進め方

を確認する。

○友薇雪が紹介する物 の隷 なと

ころについて,「 どこ力洵,「 どの

ようにJよいと思うのか,も っ

と聞きたいことはどのようなこ

とかなど,感想や質問を述べる

ポイントを確認する。

[関]友達が紹介する宝物につい

て, もっと知りたい,質問して

みたいという願いをもつて聞こ

うとしている。

・ 児童の聞 こ うとす る姿勢や

質問 しよ うとす る態度 を積

極的に評価する。

⑦一人ずつ全員に向けて

宝物を紹介する。一人

の紹介が終わったら,

宝物紹介についての感 :

想や質問を述べる。  |

○全員が自分の宝物を紹介できる

ようにするとともに,質問や感

想を述べる機会を十分に確保す

る。

○児童か ら出てきた感想や質

問の仕方について,話 し手

と聞き手の双方に とって大 について質問したり,友達の宝
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物について感想を述べたりして

いる。

・主にスピーチを開く児童の質問

や感想によつて評価する。繰 り

返しの学習の中で高まりが見ら

れた場合は,その状況を積極的

に言詔衝する。

[言イ0)]主 語と述語とを照応さ

せて話している。

・ 主にス ピーチ をす る児童の

状況か ら評価す る。

※指導過程 における評価規準は,単元の評価規準 との対応が分かるよ う,[  ]内 に観

点名 を簡略化 して表記 した ものや指導事項等の記号を記載 している。 (例 えば [話工 ]

は,「 話す 。問 く能力Jの観点の,指導事項工に対応す る評価規準であることを示す。)

本事例では,「A 話す こと・聞 くことJの指導事項ア及び工に重点を置いて指導に当た

った。音声言語である 「話す こと・聞 くこと」の指導 と評価では,指導の重点を明確に し

て指導 し,記録に残す評価 を意図的・計画的に蓄積 して観点別評価を進めてい くことが大

切である。

(1)取材についての指導 と評価

ここでは,「 話す 。聞 く能力」の うち,単元の重点である取材についての評価 を取 り上

げ,児童の学習状況 とそれに対する教師の働 きかけを述べる。

①  「おおむね満足できる」状況について

本事例で,取材についての指導過程における評価規準は,以 下の とお りである。

隔← 取材ア]紹介したい宝物について,それ まどのような物た

るところはどこ力な どを考えている。

中 にしているのハ 気に入つてい

(第 二次 第 3教時 )

この評価規準に照 らして,例えば次のよ うな児童の状況を 「おおむね満足できる」状況

と判断 した。

r―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ‐ ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

、

【Bの状況】

自分が紹介したい宝物の特徴や気に入つているところを複数見付けている。

・ 宝物になったきっかけや大切に している思い出について考え,そ の中か ら友達に伝 えたい ことを選
:

んでいる。                                        '
――――――――――――――――‐‐‐‐‐――――――――――――――――‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―――‐―‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―――――̂‐ ―‐ノ

事なことを落 とさずに聞 く

よ うにす る点か ら助言 して

いく。

児童から出てきた,感想を述べ

たり質問をしたりするための言

葉 (語動 を板書し,ほ力つ児

童も使えるようにする。
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② 効果的な指導の手立て

このような 「おおむね満足できるJ状況 となるような指導の手立て として,次のような

ことが考えられ る。

例えば,自 動車な どは動き方に特徴があ り,ぬい ぐるみな どは感触に特徴がある。そ う

した特徴 を捉 えるときには,見た 日の特徴だけでなく,実際に宝物 を動か してみた り,触
れてみた りしなが ら気に入つているところを様々な視点か ら見付 けることができるように

す ることが大切である。

また,宝物 になったきっかけや大切に している理由は,家族 との思い出や 自分の体験 と

強 く結び付いている場合がある。その ときの出来事の経過や気持 ちを想起 させて,自 分が

紹介 したい内容を具体的にもつ ことができるよ うにすることも効果的である。

(2)聞 くことについての指導 と評価

次に,聞 くことの指導 と評価の工夫を取 り上げる。聞 くことについての指導過程におけ

る評価規準は,次のように位置付けている。

儲 工] 宝物の特徴やその理由なと友 達が話したい大事なことと,自分が聞きたい友達の宝物についての

大事なこととを落とさないように関き,もつ と知りたいと思つたことなどについて質問 した り,

友達の宝物について感想を述べたりしている。 (第 二次 第 6～ 8教時 )

① 話す ことと同時的 。一体的に行 う間 くことの指導 と評価

具体的な形 として表れにくい,間 くことの指導においては,何 らかの表現に結び付ける

ことで見 られた状況を評価 し,そ の妥 当性 をより高い ものに してい くことが求め られ る。

そのため本事例においては,紹介を聞いて質問や感想を述べる言語活動を通 して,話す こ

とと聞 くことを同時に指導 し,そ こで見 られた状況を評価できるよ うに している。

② 間 くことの学習の過程を明確に した指導 と評価

本単元では,話 し手にとっての大事なことのみな らず,聞 き手である自分にとつての大

事なことを落 とさないよ うに聞き,質問 した り感想を述べた りすることを指導 し評価す る

こととなる。そのためには,紹介を聞 く第二次の学習に入 るまでに,何について聞いてみ

たいかを考えることで聞 くことの課題意識 を高めた り, どんな言葉で質問 し感想を述べ る

かを考えた りするなどの学習の過程を明確に した指導が求められる。

そこで,第 二次において ,

○宝物紹介の準備をしながら,友達のどんな紹介を聞いてみたい力ヽこも意識を向けられるように声がけする。

○二人組でリハーサルを行い,宝物の素敵なところについて感想を述べたり,もつと聞きたいところについて,

質問したりできるようにする。

な どの,聞 くことの学習の過程に応 じた指導を位置付けた上で,第二次において聞 く能力

を評価することとしている。

③ 評価する機会や場面を繰 り返 し設定することによる確実な指導 と評価

第二次では,話 し手の宝物の紹介を聞いて質問や感想 を述べ る場 を繰 り返 し設定 してい

る。児童か ら出てきた感想の述べ方や質問の仕方について,話 し手 と聞き手の双方にとつ
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て大事なことを落 とさずに聞 くよ うにする点か ら助言 した り,各々の児童が質問や感想を

述べる機会を確保できるよ う意図的に指名 した りするな どして,指導 と評価を確実なもの

に している。

(3)「 言語についての知識・理解・技能」の評価

「言語についての知識・理解・技能」では,観点の趣 旨に示す ように,小学校学習指導

要領の 〔伝統的な言語文化 と国語の特質に関す る事項〕について指導 した ことを評価す る

こととなる。

本事例では,「 話す こと・間 くことJの指導を通 して指導す るため,年間を見通 した上

で密接に関連す る事項を取 り上げ,指導過程における評価規準を例えば次のよ うに設定 し

ている。

[言イ (ウ)] 気持ちを表す語句や色,大きさ,形を表す語句など,

ることに気付いて話す言葉を考えている。

意味による語句のまとまりがあ

(第 二次 第 3～ 4教時 )

「意味による語句のまとま り」には様々なものが挙げ られ るが,本事例においては 「気

持 ちを表す語句や色,大 きさ,形 を表す語句な ど」 と具体化 して評価規準を設定 している。

またこの評価規準を,第二次の話す事柄や順序 を考える場面に位置付けて評価す ること

で,音 声言語の指導においても,カ ー ドの記述など評価の材料が集めやす くなるよ う工夫

している。

(1)観 点別評価 の進 め方

ここでは,児童の評価結果を記録す る一覧表 を用いて観点別評価を進める場合について

取 り上げる。

① 単元の観点別評価表の作成

本単元で取 り上げる指導事項 を基に本単元の評価の重点を明確に し,観点別評価表を作

成 して個々の児童の評価結果を記録する。

事例 1「 自分の宝物を紹介 しよ うJの観点別評価表は,表 1の よ うになる。

横の行には児童名,縦の列には単元の評価規準を位置付ける。評価の観点の欄の下には

どの評価規準なのか一覧できるよう以下のよ うに表記 してお く。

「国語への関心・意欲 。態度」には,単元の領域 (本事例では 「話す 。聞 く」)を記入

す る。また,「 話す 。開 く能力」「言語についての知識・理解・技能」には,指導事項等の

記号 とともに該 当す る単元の評価規準を示す見出 し (「 話題設定」「必要な事柄」な ど)を
記入する。

最終ら,1・ t`′ このよろ
'多

2年 ソ′

脅スら1``ハ てヽ く`こι lι 奪‖
`イ

.
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(表 1)単元の観点別評価表 (重み付けをしない場合)

群●の観点
口綺への

口0な軟 菫底 話す。日く籠カ
言語についての
知識・理解・技能

特記事項

単元の諄薔規準

Ａ
　
話
す

・
聞
く

露
括

ア

話
題
設
定

／
　
必
要
な
事
柄

工
　

聞

く

彗
括

ワ
　
語
旬

の
ま

と
ま

リ

力
　
主
薔
と
述
語
の
照
応

秘
括

No 児童名

1 児童 1 A A A A B A A A A 大切な訳を横破撃げている

2 児童2 A A A B B B B B B せたいと意歎的

3 児童3 B B A B C B A B A :

4 児童4 B B B C C B C B 個別に日き出す

② 単元の観点別評価表の作成に当たっての留意点

「国語への関心・意欲・態度Jを 評価す る際には,単元の冒頭 における児童の姿だけ

でなく,学習を進める過程や終末時で見 られ る実現状況,次単元への期待や課題意識の

高ま りを重視する。

「話す 。聞 く能力」を評価す る際は,実際に話 した り聞いた りしている場面を評価す

るばか りではな く,狙いに応 じて話題設定や取材等の学習過程についても評価す る。

児童の 「十分満足できる」状況 (A)や ,個人内評価 において特に伸びが顕著である

ものについては,随時特記事項若 しくは別途,個 票に記録・蓄積 し,次単元以降の指導

や保護者への説明資料,指導要録に記載する際の基礎的な資料などとして活用する。

(2)単元における観点別評価の総括

① 観点別の評価の総括についての考え方

5(1)で 示 した 「単元の観点別評価表」 (表 1)を基に,総括の方法について述べ

る。原則 として,各観点においてAが半数以 Lであれば,観点の総括 もAと す る。 また ,

各観点において Cが 半数を超 えていれば,観点の総括 もCと す る。また,Aと Cが 同一

観点内に混在す る場合は,相殺 して集約す る。 (例  Aと Cが 各一つ→ Bが二つ。)

② 総括の具体的な方法

観点別評価の総括 に当たつては,同一観点内の複数の評価規準を,重み付けをせずに

均等に扱 う場合 と,重み付けを して総括する場合 とが考えられる。双方について,以 下

「個々の児童の評価例」を挙げる。

【個々の児童の評価例 (重み付けをしない場合 )】 (表 1参照 )

〈児童 1)「話す 。聞 く能力Jの観点の三つの評価規準に照 らした評価は■つがA,一 つ

が Bで ある。 Aが 半数以上あるので,観点の総括 もAと なる。
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NO.5

〈児童 2)同様に評価は一つがA,二 つが Bで ある。 Aが 半数以 上ではないので,観点の

総括は Bと なる。

〈児童 3)同様に評価は一つがA,一 つが 13, もう一つが Cで ある。 Aと Cが 相殺 され る

ので,観点の総括は Bと なる。

(児 童 4)同 様に評価は一つがB,二つが Cと なつている。 Cが 半数を超えているので ,

観点の総括 もCと なる。

次に,単 元で特に重点的に評価する評価規準を設け,総括に当たつて重み付けをす る

場合について述べる。

当該単元の狙いを設定す る際に,年間指導計画の見通 しの下,特に重点的に取 り Lげ

て指導す る指導事項を設定す ることが考えられ る。そのような場合は,例 えば次のよ う

に重み付けをして観点別評価の総括 を進めることが考えられ る。

表 2は 「単元の観点別評価表Jに 「本単元の重点」欄 を設け,単元で評価する事項を

○,そ の うち特に重点的に評価す る事項を◎で示 したものである。 ここでは,重み付 け

を行 うために,総括に当たつては ,「 本単元の重点Jが◎であるものは 2倍 に して集約

することとしている。

(表 2)単元の観点別評価表 (重み付けをする場合 )

評衝の観点
日壽への

口0な 歓 菫
=

話す 日く籠カ
言語についての
知臓・理解・技籠

特記事項

本単元の菫点 ◎ 総
括

◎ O O 総
括

O O 総
括

阜元の辞●規準

Ａ
　
話
す

。
聞
く

ア
　
話
題
設
定

ア
　
必
要
な
事
柄

工
　
田
く

ワ
　
語
旬

の
ま
と
ま
り

力
　
主
語
と
述
語
の
熙
応

児童名

1 児童 1 A A A A B A A A A るヽ

2 児童2 A A A B 日 A B B B 実際に見せたいと意欲的

3 児童3 8 B A B C B A B A

4 児童4 B 日 Ｂ

一

C C B C B んな宝物か 個月に聞き出す

【個々の児童の評価例 (重み付けをする場合 )】 (表 2参照 )

〈児童 2)「 話す 。聞 く能力」の観点の三つの評価規準に照 らした評価は一つがA,二 つ

が Bで ある。 この うち本単7Eの 重点である 「ア 話題設定]についてはAで あ

る。 この評価を 2倍 にするので,評価の集約はAABBと なる。 Aが半数以上

になるので観点の総括 もAと なる。

(児 童 4〉 「話す 。聞 く能力」の観点の三つの評価規準に照 らした評価は 一つが B,二 つ

が Cである。 この うち本単元の重点である 「ア 話題設定」については,Bで
ある。 この評価 を 2倍 にす るので,評価の集約はBBCCと なる。 Cが 半数を

超えてはいないので,観点の総括は Bと なる。
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小学校学習指導要領

平成29年 3月

文部科学省

第 2章 各 教 科

第 1節 国   語

第 1 目 標

言葉による見方・考え方を働かせ,言語活動を通して,国語で正確に理解し適

切に表現する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

(1)日 常生活に必要な国語について,その特質を理解し適切に使うことができ

るようにする。

(2)日 常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め,思考力や想像力

を養 う。

(3)言葉がもつよさを認識するとともに,言語感覚を養い,国語の大切さを自

覚し,国語を尊重してその能力の向上を図る態度を養 う。

第 2 各学年の目標及び内容

〔第 1学年及び第 2学年〕

1 目 標

(1)日 常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに,我が国の言

語文化に親しんだり理解したりすることができるようにする。

(2)順序立てて考える力や感じたり想像したりする力を養い, 日常生活にお

ける人との関わりの中で伝え合う力を高め,自 分の思いや考えをもつこと

ができるようにする。

(3)言葉がもつよさを感 じるとともに,楽 しんで読書をし,国語を大切にし

て,思いや考えを伝え合おうとする態度を養 う。

2 内 容

〔知識及び技能〕

(1)言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 言葉には,事物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。

イ 音節と文字との関係,ア クセントによる語の意味の違いなどに気付く

とともに,姿勢や口形,発声や発音に注意して話すこと。

ウ 長音,拗音,促音,撥音などの表記,助詞の「は」,「へ」及び「を」

の使い方,句読点の打ち方,かぎ (「 」)の使い方を理解して文や文章
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の中で使 うこと。また,平仮名及び片仮名を読み,書くとともに,片仮

名で書く語の種類を知 り,文や文章の中で使 うこと。

工 第 1学年においては,別表の学年別漢字配当表 (以下 「学年別漢字配

当表」 とい う。)の第 1学年に配当されている漢字を読み,漸次書き,

文や文章の中で使 うこと。第 2学年においては,学年別漢宇配当表の第

2学年までに配当されている漢字を読むこと。また,第 1学年に配当さ

れている漢字を書き,文や文章の中で使 うとともに,第 2学年に配当さ

れている漢字を漸次書き,文や文章の中で使 うこと。

オ 身近なことを表す語句の量を増 し,話や文章の中で使 うとともに,言
葉には意味による語句のまとまりがあることに気付き,語彙を豊かにす

ること。

力 文の中における主語 と述語 との関係に気付 くこと。

キ 丁寧な言葉 と普通の言葉 との違いに気を付けて使 うとともに,敬体で

書かれた文章に慣れること。

ク 語のまとまりや言葉の響きなどに気を付けて音読すること。

(2)話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。

ア 共通,相違,事柄の順序など情報 と情報 との関係について理解するこ

と。

(3)我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導

する。

ア 昔話や神話・伝承などの読み聞かせを開くなどして,我が国の伝統的

な言語文化に親 しむこと。

イ 長 く親 しまれている言葉遊びを通 して,言葉の豊かさに気付 くこと。

ウ 書写に関する次の事項を理解 し使 うこと。

(ア)姿勢や筆記具の持ち方を正 しくして書くこと。

(イ)点画の書き方や文字の形に注意 しながら,筆順に従つて丁寧に書く

こと。

(ウ)点画相互の接 し方や交わ り方,長短や方向などに注意 して,文字を

正 しく書 くこと。

工 読書に親 しみ,いろいろな本があることを知ること。

〔思考力,判断力,表現力等〕

A 話すこと・聞くこと

(1)話すこと 。聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。



ア 身近なことや経験 したことなどから話題を決め,伝え合 うために必要

な事柄を選ぶこと。

イ 相手に伝わるように,行動 したことや経験 したことに基づいて,話す

事柄の順序を考えること。

ウ 伝えたい事柄や相手に応 じて,声の大きさや速 さなどを工夫すること。

工 話 し手が知 らせたいことや 自分が聞きたいことを落 とさないように集

中して聞き,話の内容を捉えて感想をもつこと。

オ 互いの話に関心をもち,相手の発言を受けて話をつなぐこと。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 紹介や説明,報告など伝えたいことを話 した り,それ らを聞いて声に

出して確かめた り感想を述べた りする活動。

イ 尋ねた り応答 した りするなどして,少人数で話 し合 う活動。

B 書 くこと

(1)書 くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 経験 したことや想像 したことなどから書 くことを見付け,必要な事柄

を集めた り確かめた りして,伝えたいことを明確にすること。

イ 自分の思いや考えが明確になるように,事柄の順序に沿つて簡単な構

成を考えること。

ウ 語 と語や文と文との続き方に注意 しながら,内容のまとま りが分かる

ように書き表 し方を工夫すること。

工 文章を読み返す習慣を付けるとともに,間違いを正 した り,語と語や

文と文 との続き方を確かめた りすること。

オ 文章に対する感想を伝え合い,自 分の文章の内容や表現のよいところ

を見付けること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 身近なことや経験 したことを報告 した り,観察 したことを記録 した り

するなど,見聞きしたことを書 く活動。

イ 日記や手紙を書くなど,思つたことや伝えたいことを書く活動。

ウ 簡単な物語をつくるなど,感 じたことや想像 したことを書 く活動。

C 読むこと

(1)読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 時間的な順序や事柄の順序などを考えなが ら,内容の大体を提えるこ

と。



イ 場面の様子や登場人物の行動など,内容の大体を捉えること。

ウ 文章の中の重要な語や文を考えて選び出すこと。

工 場面の様子に着 目して,登場人物の行動を具体的に想像すること。

オ 文章の内容 と自分の体験 とを結び付けて,感想をもつこと。

力 文章を読んで感 じたことや分かつたことを共有すること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 事物の仕組みを説明した文章などを読み,分かつたことや考えたこと

を述べる活動。

イ 読み間かせを聞いた り物語などを読んだ りして,内容や感想などを伝

え合った り,演 じた りする活動。

ウ 学校図書館などを利用 し,図鑑や科学的なことについて書いた本など

を読み,分かつたことなどを説明する活動。

〔第 3学年及び第 4学年〕

1 目 標

(1)日 常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに,我が国の言

語文化に親 しんだ り理解 した りすることができるようにする。

(2)筋道立てて考える力や豊かに感 じた り想像 した りする力を養い, 日常生

活における人との関わ りの中で伝え合 う力を高め, 自分の思いや考えをま

とめることができるようにする。

(3)言葉がもつよさに気付 くとともに,幅広 く読書をし,国語を大切にして ,

思いや考えを伝え合お うとする態度を養 う。

2 内 容

〔知識及び技能〕

(1)言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 言葉には,考えたことや思ったことを表す働きがあることに気付 くこ

と。

イ 相手を見て話 した り聞いた りするとともに,言葉の抑揚や強弱,間の

取 り方などに注意 して話す こと。

ウ 漢字 と仮名を用いた表記,送 り仮名の付け方,改行の仕方を理解 して

文や文章の中で使 うとともに,句読点を適切に打つこと。また,第 3学

年においては, 日常使われている簡単な単語について,ロ ーマ字で表記

されたものを読み,ロ ーマ字で書 くこと。



工 第 3学年及び第4学年の各学年においては,学年別漢字配当表の当該

学年までに配当されている漢字を読むこと。また,当該学年の前の学年

までに配当されている漢字を書き,文や文章の中で使 うとともに,当該

学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。

オ 様子や行動,気持ちや性格を表す語句の量を増し,話や文章の中で使

うとともに,言葉には性質や役害1に よる語句のまとまりがあることを理

解 し,語彙を豊かにすること。

力 主語と述語との関係,修飾と被修飾との関係,指示する語句と接続す

る語句の役割,段落の役割について理解すること。

キ 丁寧な言葉を使うとともに,敬体と常体との違いに注意しながら書く

こと。

ク 文章全体の構成や内容の大体を意識しながら音読すること。

(2)話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。

ア 考えとそれを支える理由や事例,全体と中心など情報と情報との関係

について理解すること。

イ 比較や分類の仕方,必要な語句などの書き留め方,引用の仕方や出典

の示し方,辞書や事典の使い方を理解し使 うこと。

(3)我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導

する。

ア 易しい文語調の短歌や俳句を音読したり暗唱したりするなどして,言
葉の響きやリズムに親しむこと。

イ 長い間使われてきたことわざや慣用句,故事成語などの意味を知り,

使うこと。

ウ 漢字が,へんやつくりなどから構成されていることについて理解する

こと。

工 書写に関する次の事項を理解 し使 うこと。

(ア)文字の組立て方を理解し,形を整えて書くこと。

(イ)漢字や仮名の大きさ,配列に注意して書くこと。

(ウ)毛筆を使用して点画の書き方への理解を深め,筆圧などに注意して

書くこと。

オ 幅広く読書に親しみ,読書が,必要な知識や情報を得ることに役立つ

ことに気付くこと。

〔思考力,判断力,表現力等〕

A 話すこと。聞くこと



(1)話すこと 。聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア ロ的を意識 して, 日常生活の中から話題を決め,集めた材料を比較 し

た り分類 した りして,伝え合 うために必要な事柄を選ぶこと。

イ 相手に伝わるように,理由や事例などを挙げながら,話の中心が明確

になるよう話の構成を考えること

ウ 話の中心や話す場面を意識 して,言葉の抑揚や強弱,間の取 り方など

を工夫すること。

工 必要なことを記録 した り質問 した りしながら聞き,話 し手が伝えたい

ことや 自分が聞きたいことの中心を捉え,自 分の考えをもつこと。

オ ロ的や進め方を確認 し,司会などの役割を果た しなが ら話 し合い,互
いの意見の共通点や相違点に着 目して,考えをまとめること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 説明や報告など調べたことを話 した り,それ らを聞いた りする活動。

イ 質問するなどして情報を集めた り,それ らを発表 した りする活動。

ウ 互いの考えを伝えるなどして,グループや学級全体で話 し合 う活動。

B 書 くこと

(1)書 くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 相手や 目的を意識 して,経験 したことや想像 したことなどから書 くこ

とを選び,集めた材料を比較 した り分類 した りして,伝えたいことを明

確にすること。

イ 書 く内容の中心を明確にし,内容のまとま りで段落をつくった り,段
落相互の関係に注意 した りして,文章の構成を考えること。

ウ 自分の考えとそれを支える理由や事例 との関係を明確にして,書き表

し方を工夫すること。

工 間違いを正 した り,相手や 目的を意識 した表現になつているかを確か

めた りして,文や文章を整えること。

オ 書 こうとしたことが明確になつているかなど,文章に対する感想や意

見を伝え合い,自 分の文章のよいところを見付けること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 調べたことをまとめて報告するなど,事実やそれを基に考えたことを

書 く活動。

イ 行事の案内やお礼の文章を書 くなど,伝えたいことを手紙に書 く活動。



ウ 詩や物語をつ くるなど,感 じたことや想像 したことを書 く活動。

C 読むこと

(1)読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 段落相互の関係に着 日しながら,考えとそれを支える理由や事例 との

関係などについて,叙述を基に捉えること。

イ 登場人物の行動や気持ちなどについて,叙述を基に捉えること。

ウ ロ的を意識 して,中心 となる語や文を見付けて要約すること。

工 登場人物の気持ちの変化や性格,情景について,場面の移 り変わ りと

結び付けて具体的に想像すること。

オ 文章を読んで理解 したことに基づいて,感想や考えをもつこと。

力 文章を読んで感 じたことゃ考えたことを共有 し,一人一人の感 じ方な

どに違いがあることに気付 くこと。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 記録や報告などの文章を読み,文章の一部を引用 して,分かったこと

や考えたことを説明 した り,意見を述べた りする活動。

イ 詩や物語などを読み,内容を説明 した り,考えたことなどを伝え合つ

た りする活動。

ウ 学校図書館などを利用 し,事典や図鑑などから情報を得て,分かった

ことなどをまとめて説明する活動。

〔第 5学年及び第 6学年〕

1 目 標

(1)日 常生活に必要な国語の知識や技能を身に付けるとともに,我が国の言

語文化に親 しんだ り理解 した りすることができるようにする。

(2)筋道立てて考える力や豊かに感 じた り想像 した りする力を養い, 日常生

活における人 との関わ りの中で伝え合 う力を高め,自 分の思いや考えを広

げることができるようにする。

(3)言葉がもつよさを認識するとともに,進んで読書をし,国語の大切 さを

自覚 して,思いや考えを伝え合お うとする態度を養 う。
2 内 容

〔知識及び技能〕

(1)言葉の特徴や使い方に関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア 言葉には,相手 とのつなが りをつ くる働きがあることに気付 くこと。



イ 話し言葉と書き言葉との違いに気付くこと。

ウ 文や文章の中で漢字と仮名を適切に使い分けるとともに,送 り仮名や

仮名遣いに注意して正しく書くこと。

工 第 5学年及び第 6学年の各学年においては,学年別漢字配当表の当該

学年までに配当されている漢字を読むこと。また,当該学年の前の学年

までに配当されている漢字を書き,文や文章の中で使 うとともに,当該

学年に配当されている漢字を漸次書き,文や文章の中で使うこと。

オ 思考に関わる語句の量を増し,話や文章の中で使 うとともに,語句と

語句との関係,語句の構成や変化について理解 し,語彙を豊かにするこ

と。また,語感や言葉の使い方に対する感覚を意識 して,語や語句を使

うこと。

力 文の中での語句の係 り方や語順,文 と文との接続の関係,話や文章の

構成や展開,話や文章の種類とその特徴について理解すること。

キ 日常よく使われる敬語を理解し使い慣れること。

ク 比喩や反復などの表現の工夫に気付くこと。

ケ 文章を音読したり朗読したりすること。

(2)話や文章に含まれている情報の扱い方に関する次の事項を身に付けるこ

とができるよう指導する。

ア 原因と結果など情報と情報との関係について理解すること。

イ 情報と情報との関係付けの仕方,図などによる語句と語句との関係の

表し方を理解し使 うこと。

(3)我が国の言語文化に関する次の事項を身に付けることができるよう指導

する。

ア 親しみやすい古文や漢文,近代以降の文語調の文章を音読するなどし

て,言葉の響きや リズムに親しむこと。

イ 古典について解説した文章を読んだり作品の内容の大体を知ったりす

ることを通して,昔の人のものの見方や感じ方を知ること。

ウ 語句の由来などに関心をもつとともに,時間の経過による言葉の変化

や世代による言葉の違いに気付き,共通語と方言との違いを理解するこ

と。また,仮名及び漢字の由来,特質などについて理解すること。

工 書写に関する次の事項を理解し使うこと。

(ア)用紙全体との関係に注意して,文字の大きさや配列などを決めると

ともに,書 く速さを意識して書くこと。

(イ)毛筆を使用して,穂先の動きと点画のつながりを意識 して書くこと。

(ウ)目 的に応じて使用する筆記具を選び,その特徴を生かして書くこと。



オ 日常的に読書に親 しみ,読書が,自 分の考えを広げることに役立つこ

とに気付 くこと。

〔思考力,判断力,表現力等〕

A 話すこと 。聞くこと

(1)話す こと・聞くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指

導する。

ア ロ的や意図に応 じて, 日常生活の中から話題を決め,集めた材料を分

類 した り関係付けた りして,伝え合 う内容を検討すること。

イ 話の内容が明確になるように,事実と感想,意見とを区別するなど,

話の構成を考えること。

ウ 資料を活用するなどして,自 分の考えが伝わるように表現を工夫する

こと。

工 話 し手の目的や 自分が聞こうとする意図に応 じて,話の内容を提え,

話 し手の考えと比較 しながら, 自分の考えをまとめること。

オ 互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話 し合い,考えを広げた

りまとめた りすること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通 して指導

するものとする。

ア 意見や提案など自分の考えを話 した り,それ らを聞いた りする活動。

イ インタビューなどをして必要な情報を集めた り,それ らを発表 した り

する活動。

ウ それぞれの立場か ら考えを伝えるなどして話 し合 う活動。

B書 くこと

(1)書くことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア ロ的や意図に応 じて,感 じたことゃ考えたことなどから書 くことを選

び,集めた材料を分類 した り関係付けた りして,伝えたいことを明確に

すること。

イ 筋道の通つた文章 となるように,文章全体の構成や展開を考えること。

ウ ロ的や意図に応 じて簡単に書いた り詳 しく書いた りするとともに,事
実と感想,意見 とを区別 して書いた りするなど,自 分の考えが伝わるよ

うに書き表 し方を工夫すること。

工 引用 した り,図表やグラフなどを用いた りして, 自分の考えが伝わる

ように書き表 し方を工夫すること。

オ 文章全体の構成や書き表 し方などに着 目して,文や文章を整えること。
力 文章全体の構成や展開が明確になっているかなど,文章に対する感想



や意見を伝え合い, 自分の文章のよいところを見付けること。

(2)(1)に示す事項については,例 えば,次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 事象を説明したり意見を述べたりするなど,考えたことや伝えたいこ

とを書く活動。

イ 短歌や俳句をつくるなど,感 じたことや想像したことを書く活動。

ウ 事実や経験を基に,感 じたり考えたりしたことや自分にとつての意味

について文章に書く活動。

C 読むこと

(1)読むことに関する次の事項を身に付けることができるよう指導する。

ア 事実と感想,意見などとの関係を叙述を基に押さえ,文章全体の構成

を捉えて要旨を把握すること。

イ 登場人物の相互関係や心情などについて,描写を基に捉えること。

ウ ロ的に応じて,文章と図表などを結び付けるなどして必要な情報を見

付けたり,論の進め方について考えたりすること。

工 人物像や物語などの全体像を具体的に想像したり,表現の効果を考え

たりすること。

オ 文章を読んで理解 したことに基づいて,自 分の考えをまとめること。

力 文章を読んでまとめた意見や感想を共有し,自 分の考えを広げること。

(2)(1)に示す事項については,例えば,次のような言語活動を通して指導

するものとする。

ア 説明や解説などの文章を比較するなどして読み,分かったことや考え

たことを,話 し合ったり文章にまとめたりする活動。

イ 詩や物語,伝記などを読み,内容を説明したり, 自分の生き方などに

ついて考えたことを伝え合ったりする活動。

ウ 学校図書館などを利用し,複数の本や新聞などを活用して,調べたり

考えたりしたことを報告する活動。

第3 指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たつては,次の事項に配慮するものとする。

(1)単元など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質 。能力の

育成に向けて,児童の主体的 。対話的で深い学びの実現を図るようにする

こと。その際,言葉による見方・考え方を働かせ,言語活動を通して,言

葉の特徴や使い方などを理解し自分の思いや考えを深める学習の充実を図

ること。
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(2)第 2の各学年の内容の指導については,必要に応じて当該学年より前の

学年において初歩的な形で取り上げたり,その後の学年で程度を高めて取

り上げたりするなどして,弾力的に指導すること。

(3)第 2の各学年の内容の 〔知識及び技能〕に示す事項については,〔思考

力,判断力,表現力等〕に示す事項の指導を通して指導することを基本と

し,必要に応じて,特定の事項だけを取り上げて指導したり,それらをま

とめて指導したりするなど,指導の効果を高めるよう工夫すること。なお,

その際,第 1章総則の第 2の 3の (2)の ウの (イ)に掲げる指導を行 う場合に

は,当該指導のねらいを明確にするとともに,単元など内容や時間のまと

まりを見通して資質・能力が偏りなく育成されるよう計画的に指導するこ

と。

(4)第 2の各学年の内容の 〔思考力,判断力,表現力等〕の「A話すこと。

聞くこと」に関する指導については,意図的,計画的に指導する機会が得

られるように,第 1学年及び第 2学年では年間35単位時間程度,第 3学年

及び第4学年では年間30単位時間程度,第 5学年及び第 6学年では年間25

単位時間程度を配当すること。その際,音声言語のための教材を活用する

などして指導の効果を高めるよう工夫すること。

(5)第 2の各学年の内容の 〔思考力,判断力,表現力等〕の「B書 くこと」

に関する指導については,第 1学年及び第 2学年では年間100単位時間程

度,第 3学年及び第4学年では年間85単位時間程度,第 5学年及び第 6学

年では年間55単位時間程度を配当すること。その際,実際に文章を書く活

動をなるべく多くすること。

(6)第 2の第 1学年及び第 2学年の内容の 〔知識及び技能〕の(3)の 工,第
3学年及び第4学年,第 5学年及び第 6学年の内容の 〔知識及び技能〕の

(3)のオ及び各学年の内容の 〔思考力,判断力,表現力等〕の 「C読むこ

とJに関する指導については,読書意欲を高め, 日常生活において読書活

動を活発に行 うようにするとともに,他教科等の学習における読書の指導

や学校図書館における指導との関連を考えて行うこと。

(7)低学年においては,第 1章総則の第 2の 4の (1)を踏まえ,他教科等と

の関連を積極的に図り,指導の効果を高めるようにするとともに,幼稚園

教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育つてほしい姿との関連を考慮す

ること。特に,小学校入学当初においては,生活科を中心とした合科的・

関連的な指導や,弾力的な時間割の設定を行 うなどの工夫をすること。

(8)言語能力の向上を図る観点から,外国語活動及び外国語科など他教科等

との関連を積極的に図り,指導の効果を高めるようにすること。
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(9)障害のある児童などについては,学習活動を行 う場合に生じる困難さに

応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行 うこと。

(10)第 1章総則の第 1の 2の (2)に 示す道徳教育の目標に基づき,道徳科

などとの関連を考慮しながら,第 3章特別の教科道徳の第 2に示す内容に

ついて,国語科の特質に応じて適切な指導をすること。

2 第 2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。

(1)〔知識及び技能〕に示す事項については,次のとおり取り扱 うこと。

ア 日常の言語活動を振り返ることなどを通して,児童が,実際に話した

り聞いたり書いたり読んだりする場面を意識できるよう指導を工夫する

こと。

イ 表現したり理解したりするために必要な文字や語句については,辞書

や事典を利用して調べる活動を取り入れるなど,調べる習慣が身に付く

ようにすること。

ウ 第 3学年におけるローマ字の指導に当たつては,第 5章総合的な学習

の時間の第 3の 2の (3)に 示す,コ ンピュータで文字を入力するなどの

学習の基盤として必要となる情報手段の基本的な操作を習得し,児童が

情報や情報手段を主体的に選択し活用できるよう配慮することとの関連

が図られるようにすること。

工 漢字の指導については,第 2の内容に定めるほか,次のとおり取り扱

うこと。

(ア)学年ごとに配当されている漢字は,児童の学習負担に配慮しつつ
,

必要に応じて,当該学年以前の学年又は当該学年以降の学年において

指導することもできること。

(イ)当該学年より後の学年に配当されている漢字及びそれ以外の漢字に

ついては,振 り仮名を付けるなど,児童の学習負担に配慮しつつ提示

することができること。

(ウ)他教科等の学習において必要となる漢字については,当該教科等と

関連付けて指導するなど,その確実な定着が図られるよう指導を工夫

すること。

(工)漢字の指導においては,学年別漢字配当表に示す漢字の字体を標準

とすること。

オ 各学年の (3)の ア及びイに関する指導については,各学年で行い,古
典に親しめるよう配慮すること。

力 書写の指導については,第 2の内容に定めるほか,次のとおり取り扱

うこと。
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(ア)文字を正しく整えて書くことができるようにするとともに,書写の

能力を学習や生活に役立てる態度を育てるよう配慮すること。

(イ)硬筆を使用する書写の指導は各学年で行うこと。

(ウ)毛筆を使用する書写の指導は第 3学年以上の各学年で行い,各学年

年間30単位時間程度を配当するとともに,毛筆を使用する書写の指導

は硬筆による書写の能力の基礎を養 うよう指導すること。

(工)第 1学年及び第 2学年の(3)の ウの (イ)の指導については,適切に運

筆する能力の向上につながるよう,指導を工夫すること。

(2)第 2の内容の指導に当たつては,児童がコンピュータや情報通信ネット

ワークを積極的に活用する機会を設けるなどして,指導の効果を高めるよ

う工夫すること。

(3)第 2の内容の指導に当たっては,学校図書館などを目的をもつて計画的

に利用しその機能の活用を図るようにすること。その際,本などの種類や

配置,探 し方について指導するなど,児童が必要な本などを選ぶことがで

きるよう配慮すること。なお,児童が読む図書については,人間形成のた

め偏りがないよう配慮して選定すること。

3 教材については,次の事項に留意するものとする。

(1)教材は,第 2の各学年の目標及び内容に示す資質・能力を偏りなく養う

ことや読書に親じむ態度の育成を通して読書習慣を形成することをねらい

とし,児童の発達の段階に即して適切な話題や題材を精選して調和的に取

り上げること。また,第 2の各学年の内容の 〔思考力,判断力,表現力等〕

の「A話すこと・間くこと」,「 B書 くこと」及び「C読むこと」のそれぞ

れの(2)に掲げる言語活動が十分行われるよう教材を選定すること。

(2)教材は,次のような観点に配慮して取り上げること。

ア 国語に対する関心を高め,国語を尊重する態度を育てるのに役立つこ

と。

イ 伝え合う力,思考力や想像力及び言語感覚を養 うのに役立つこと。

ウ 公正かつ適切に判断する能力や態度を育てるのに役立つこと。

工 科学的,論理的に物事を提え考察し,視野を広げるのに役立つこと。

オ 生活を明るくし,強 く正しく生きる意志を育てるのに役立つこと。

力 生命を尊重し,他人を思いやる心を育てるのに役立つこと。

キ 自然を愛し,美 しいものに感動する心を育てるのに役立つこと。

ク 我が国の伝統と文化に対する理解と愛情を育てるのに役立つこと。

ケ 日本人としての自覚をもつて国を愛し,国家,社会の発展を願 う態度

を育てるのに役立つこと。
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コ 世界の風土や文化などを理解し,国際協調の精神を養うのに役立つこ

と。

(3)第 2の各学年の内容の 〔思考力,判断力,表現力等〕の「C読むこと」

の教材については,各学年で説明的な文章や文学的な文章などの文章形態

を調和的に取り扱うこと。また,説明的な文章については,適宜,図表や

写真などを含むものを取り上げること。
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表男ll

学年別漢字配当表

第
　
一　
学

年

一右雨円工音下火花貝学気え体二金 空月大見五口校左二LL子 口糸字

耳セ車手十出女小上森人水工生青夕石ホ千川先早草足村大男竹中虫

町天田土二 日入年 白′ヽ百文木本名 日立力林六

(80字 )

第

二

学

年

引羽雲園速何科夏家歌画回会議絵タト角楽活間え岩顔汽記帰 う牛魚京

強教近兄形計元言原 戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今オ知

作算上市大姉思紙寺 自峙室社弱首秋週春書夕場 色食ヽ新親図数西声

星晴切雪船線前組走 多太体 台地池知茶昼長島朝直通弟店点電刀冬 当

東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方j晦珠万明嗚毛

門夜野友用曜来里理話 (16011)

第

二

学

年

恙安皓医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷界開階寒感漢館岸起期客

究怠級官球去橋業由局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸落子根祭ロ

仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受り11拾終習集住菫宿所暑助

昭消商幸勝未植申身神真深進せ整昔全相送想息速族他打対待 1ミ 第題

炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱

畑発反坂板皮悲美鼻筆水表秒病品負部服福物平退勉放味命面間役薬

由油有遊子羊洋葉陽様 落流旅両緑ネLall練路わ (200字 )

第

四

学

年

愛案以衣位夫
`P英

栄媛塩岡億わ果貨課芽賀改械害街各党潟完官管関

観願崚希季旗器機議求泣給挙漁共協鏡競極熊
~」
ll軍 郡群径景芸欠結建

健験固功好香候康佐差来最埼材崎昨札611察参産散残氏司試児治滋辞

鹿失借種周祝順初松笑唱焼照裁縄臣信丼戌省清静席積折節説浅戦選

然争倉巣束ull続卒孫帯隊逹単置仲沖兆イム広的典伝徒努灯働特徳栃奈

梨熱念敗梅博阪餃飛必票標不夫付府阜官副兵,J辺 変便包法ツ牧未満

未民無約勇姜奏浴利陸良料量輪類今冷例ile老 労録 (20211)

第

五

学

年

圧囲移因永営衛易益液演應往桜可仮価河過快解格確頼刊幹慣眼紀基

寄規喜技義逆久旧救居許境均禁句型経潔件険検限現減技個護効旱耕

航鉱構興講告混査再災妻株際在財罪殺雑酸賛士支史恙枝師資飼示似

識質舎謝投修述術準庁招証象賞条状常情織織制性政勢精製税責績接

設絶祖素総造像増則渕属率損貸態団断条貯張停提程適統堂銅導得尋

独任燃能破犯判版比肥非費備評貧布婦武復複仏粉編弁保基報豊防賃

暴脈務夢迷綿輸余容略留頷歴 (19311)

第

胃異遺域宇映延沿恩我仄拡革閣書1株千巻看簡危机揮貴疑吸供胸押勤

筋系教警劇漱穴券絹権憲源厳已嗜誤后孝皇紅降鋼茨1穀骨困砂座済裁
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策冊委二私姜況詢腱磁射捨尺着樹収宗就衆従最縮熱純無署諸除承着

傷障蒸針仁圭推寸晏聖誠舌宣卑泉沈染鎖薔奏窓創装層繰蔵職存尊退

宅担採誕段曖住宙忠着庁頂勝潮賃痛散晨計党穂層難軋撼納脳漁拝背

肺俳班呪否●L秘薇腹告二陛闘片補暮宝訪亡忘枠枚幕書盟模訳勢優預

助欲翌乱

"鬼
裏梓臨朗論               (191字 )

1“



こ
の
テ
キ
ス
ト
の
使
い
方

▼
筆
者
が
今
、
初
等
国
語
科
教
育
分
野
の
入
門
書
と
し
て
最
も
信
頼
を

お
い
て
い
る
も
の
が
、
次
の
著
作
で
あ
る
。

牛
頭
哲
宏

・
森
篤
嗣

著

『
現
場
で
役
立
つ
小
学
校
国
語
科
教
育
法
』

２
０
１
２
年
　
コ
コ
出
版

こ
の
著
作
が
あ
つ
て
、
本
書
が
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

私
の
こ
れ
ま
で
の
国
語
科
教
育
法
の
講
義
で
、
数
年
に
わ
た
リ
テ
キ

ス
ト
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
今
後
も
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
よ
つ

て
、
本
書
で
も
、
牛
頭
先
生

・
森
先
生
の
主
張
さ
れ
た
こ
と
の
数
々

の
要
点
部
分
を
取
り
入
れ
さ
せ
て
戴
き
、
私
な
り
の
見
解
や
教
材
類

も
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
受
講
生
の
皆
さ
ん
に
は
、
本
書
の
内

容
を
理
解
し
た
上
で
、
さ
ら
に

『
現
場
で
役
立
つ
小
学
校
国
語
科
教

育
法
』
を
紐
解
き
、
該
当
部
分
を
熟
読
し
、
見
識
を
深
め
て
い
た
だ

き
た
く
思
う
。

▼
次
に
、
同
様
に
重
視
す
る
引
用

・
参
考
資
料
が
、
光
村
図
書
出
版
社

の
教
科
書
教
材
文

・
教
師
用
指
導
書

・
Ｐ
Ｒ
誌
で
あ
る
。
書
中
に
お

い
て
図
版
等
で
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
全
て
の
資
料
を
、
前

書
と
と
も
に
本
学
教
職
資
料
室
の
所
定
の
書
架
に
お
い
て
あ
る
。
詳

し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
、
よ
り
多
く
を
学
ん
で
ほ
し
い
。

▼
ま
た
、
教
育
出
版
の
教
科
書
教
材
文
、
明
治
図
書
出
版
の

「教
育
科

学
国
語
教
育
」
誌
の
一
部
も
図
版
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
も
上
記
と
同
様
、
教
職
資
料
室
に
実
物
を

置
い
て
い
る
の
で
、
是
非
と
も
参
照
願
い
た
い
。

▼
最
後
に
な
っ
た
が
、
文
部
科
学
省
に
よ
る

「小
学
校
学
習
指
導
要
領

（国
語
ご

（Ｈ
３
０
ｏ
３
告
示
）、
同
国
立
教
育
政
策
研
究
所
に
よ
る

「評
価
規
準
の
作
成
の
た
め
の
参
考
資
料

。
小
学
校
国
語
」
（Ｈ
２

３
・
１
１
刊
）
も
そ
れ
ぞ
れ
資
料
編
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
記
し

て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

筆
者



国
語
科
教
育
の
理
論
と
実
践

発
　
行
　
平
成
二
九
年

一
二
月

一
日

発
行
者
　
広
島
文
教
女
子
大
学

著
　
者
　
初
等
教
育
学
科
教
授
　
岡
　
利
道


