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２００９ 小学校国語教育セミナー

「思考・判断・表現力をはぐくむことばの学び」
概 要 決 定！ 主催 三省堂

第2回

○日時　2009年7月28日（火）10：00〜17：00
○会場　中野サンプラザ（JR中野駅北口徒歩2分）

○第一部　北川達夫先生（日本教育大学院大学客員教授）とともに
　　10時05分〜10時55分　講義
　　10時55分〜11時30分　Ｑ＆Ａ　質問者：小学校の先生2名
　　11時30分〜11時50分　まとめ
○第二部　ワークショップ〈講師予定の先生方〉50音順

　　足立幸子先生（新潟大学教育学部准教授）

　　岩辺泰吏先生（まなび探偵団アニマシオンクラブ代表）

　　大杉稔先生（高島市立新旭北小学校）

　　河野順子先生（熊本大学教育学部准教授）

　　髙木展郎先生（横浜国立大学教育人間科学部教授）

　　高橋俊三先生（前群馬大学教育学部教授）

　　中村敦雄先生（群馬大学教育学部准教授）

　　松本仁志先生（広島大学大学院教育学研究科准教授）

　　宮川健郎先生（武蔵野大学文学部教授）

○第三部　対談
　　あまんきみこ氏×岡田淳氏
○お問い合わせ先　三省堂セミナー事務局（TEL 03-3230-9241）

※お申し込み方法など詳細につきましては、
4月下旬より小社Webサイト（http://sanseido.co.jp）にてご案内いたします。

2009 夏季教育セミナー
○日時　2009年7月31日（金）10：00〜16：00
　　午前の部（10：00〜12：00）　実践報告
　　午後の部（13：30〜16：00）　講義・演習：北川達夫先生・髙木展郎先生・高橋俊三先生　50音順

○会場　中野サンプラザ

すぐ役立つ指導技法と身につく教養！
終日研修・課題別ワークショップ

主催　ILEC言語教育文化研究所（http://www.ilec.jp/）
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2

巻頭エッセイ

　

映
画
の
中
の
“
こ
と
ば
”
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ
て

も
「
せ
り
ふ
」
で
あ
る
。
昔
か
ら
映
画
監
督
は
台
詞
の
言

い
ま
わ
し
に
心
血
を
注
い
だ
も
の
だ
。

　

黒
澤
明
の
遺
作
『
ま
あ
だ
だ
よ
』（
一
九
九
三
年
）
の

初
日
の
撮
影
は
、
松
村
達
雄
の
扮
す
る
主
人
公
内
田
百
閒

先
生
が
教
室
の
扉
を
開
け
て
入
っ
て
く
る
場
面
だ
っ
た
。

生
徒
た
ち
が
慌
て
て
席
に
つ
く
。
先
生
は
教
壇
に
上
り
、

た
な
び
い
て
い
る
煙
を
見
て
「
教
室
で
煙
草
を
吸
っ
て
は

い
か
ん
」
と
第
一
声
。
と
こ
ろ
が
そ
の
言
い
方
が
監
督
に

は
気
に
入
ら
な
い
。
そ
の
日
は
中
止
。
二
日
目
も
学
生
諸

君
共
々
、
テ
ス
ト
の
く
り
返
し
で
終
わ
っ
た
。
三
日
目
の

朝
、
黒
澤
監
督
は
台
詞
を
変
え
る
、
と
言
う
。

「
教
室
で
煙
草
を
吸
っ
て
は
い
け
な
い
」
に
し
て
み
よ
う

と
言
い
、
そ
れ
で
や
っ
と
Ｏ
Ｋ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

山
田
洋
次
も
諦
め
の
悪
い
監
督
で
、
撮
影
現
場
で
も
制

限
時
間
一
杯
粘
る
タ
イ
プ
だ
。

『
寅
さ
ん
』
の
時
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
ロ

ケ
先
の
宿
で
、
翌
日
撮
影
す
る
笠
智
衆
さ
ん
の
台
詞
が
気

に
入
ら
ず
、
台
本
を
直
し
て
い
る
と
隣
室
の
笠
さ
ん
が
そ

の
台
詞
を
何
度
も
稽
古
し
て
い
る
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

山
田
さ
ん
は
「
そ
の
台
詞
、
明
日
変
わ
り
ま
す
よ
」
と
、

笠
さ
ん
に
言
う
べ
き
か
悩
ん
だ
そ
う
だ
。

　

昔
の
映
画
に
は
音
が
無
か
っ
た
。

　

台
詞
の
部
分
は
、
画
面
に
タ
イ
ト
ル
が
出
る
。
役
者
は

適
当
に
口
を
動
か
し
怒
っ
た
顔
を
す
る
と
、
タ
イ
ト
ル
は

「
無
礼
者
め
！
」
と
な
る
の
で
あ
る
。

野上　照代

映画の中の“ことば”―美しい日本語。
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のがみ　てるよ 1927年東京生まれ。戦後雑誌
記者を経て，黒澤明の『羅生門』から『白痴』を
除く全作品に記録・製作で参加。'84年に読売で
受賞した自伝的作品を'07年山田洋次が『母べえ』
に映画化。著書に『天気待ち 監督・黒澤明とと
もに』『蜥蜴の尻っぽ』（文藝春秋）。

　

こ
こ
ま
で
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
と

て
同
じ
だ
が
、
驚
く
な
か
れ
日
本
に
は
、
今
な
お
世
界
に

誇
る
独
特
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
“
活
動
写
真

弁
士
”
略
し
て
「
活
弁
」
が
ス
ク
リ
ー
ン
の
横
に
立
ち
、

画
面
を
見
な
が
ら
生
の
声
で
説
明
す
る
の
だ
。
伴
奏
の
楽

士
付
き
と
い
う
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
、
澤
登
翠
さ
ん
が
こ
れ
を
伝
承
、
世
界
中
を
駆
け

め
ぐ
っ
て
公
演
し
て
い
る
。

　

一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
年
）
に
会
館
し
た
浅
草
電

気
館
に
染
井
三
郎
と
い
う
弁
士
が
初
登
場
し
た
。（
山
野

一
郎「
人
情
映
画
バ
カ
」）一
九
一
一
年
に
は
、フ
ラ
ン
ス
・

エ
ク
レ
ー
ル
社
の
大
活
劇
『
ジ
ゴ
マ
』
が
こ
の
電
気
館
で

上
映
さ
れ
る
や
押
す
な
押
す
な
の
超
満
員
と
な
っ
た
。

　

犯
罪
の
後
に
Ｚ
（
ゼ
ッ
ト
）
と
い
う
字
を
残
し
て
ゆ
く

怪
盗
ジ
ゴ
マ
と
そ
れ
を
追
う
探
偵
の
追
い
つ
追
わ
れ
つ
智

恵
比
べ
。

「
花
の
パ
リ
ー
か
ロ
ン
ド
ン
か
、
月
が
鳴
い
た
か
ホ
ト
ト

ギ
ス
。フ
ラ
ン
ス
は
パ
リ
の
町
に
今
や
起
こ
る
怪
事
件
―
」

と
、
そ
の
七
五
調
の
名
調
子
に
観
客
は
し
び
れ
、
当
時
の

弁
士
は
花
形
大
ス
タ
ー
だ
っ
た
。

　

一
九
三
二
年
、
二
十
三
才
で
躍
り
出
た
新
鋭
監
督
山
中

貞
雄
の
『
小
判
し
ぐ
れ
』
は
、
そ
の
美
文
調
で
有
名
だ
。

―
捕
手
と
闘
っ
た
太
郎
吉
が
橋
か
ら
川
へ
身
を
躍
ら
せ

る
。
笠
が
ゆ
る
く
流
れ
る
の
に
タ
イ
ト
ル
が
ダ
ブ
る
。「
流

れ
て
」「
流
れ
て
」「
こ
こ
は
ど
く
じ
ゃ
と
」「
馬
子
衆
に
問

え
ば
」「
こ
こ
は
信
州
」「
中
山
道
」
―
と
、
名
調
子
で
あ

る
。

　

山
中
は
名
作
『
人
情
紙
風
船
』
完
成
の
日
に
招
集
さ
れ

中
国
戦
線
で
戦
病
死
し
た
。
二
十
七
才
だ
っ
た
。

　

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
年
）、
新
宿
武
蔵
野
館
そ
の
他

で
ク
ー
パ
ー
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
『
モ
ロ
ッ
コ
』
が
上

映
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
初
め
て
の
日
本
語
字
幕
付
き
映
画

で
翻
訳
者
の
清
水
俊
二
氏
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
招
か
れ
て

作
業
を
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
翻
訳
字
幕
の
シ
ス
テ
ム
も
ま
た
、
世
界
に
誇
る
日

本
独
特
の
文
化
で
あ
る
。
大
抵
の
国
で
は
、
輸
入
映
画
の

台
詞
を
自
国
語
に
吹
き
替
え
る
。
日
本
で
も
テ
レ
ビ
や
ア

ニ
メ
の
場
合
、
吹
き
替
え
が
必
要
な
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う

が
、
私
に
は
矢
張
り
、
本
物
の
俳
優
の
声
を
聞
け
る
方
が

ず
っ
と
有
難
い
。

　

た
だ
字
幕
は
、
タ
テ
一
行
が
十
文
字
で
二
行
ま
で
と
決

ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
日
本
語
に
は
“
漢
字
”
と
い

う
伝
家
の
宝
刀
を
抜
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
素
晴
ら
し

い
で
は
な
い
か
。
漢
字
は
見
た
瞬
間
に
理
解
出
来
る
。
耳

で
聞
く
ス
ピ
ー
ド
の
約
三
分
の
一
と
い
わ
れ
る
。

　

日
本
の
言
葉
ほ
ど
美
し
く
、
感
覚
的
な
表
現
が
他
国
に

も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

　

中
で
も
擬
音
語
は
格
別
だ
。
雨
の
降
り
方
だ
け
で
も
、

「
ぽ
つ
ぽ
つ
」「
し
と
し
と
」「
ざ
あ
ざ
あ
」
と
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
近
頃
は
新
聞
ま
で
も
片
仮
名
を
使
い
“
コ
ン

テ
ン
ツ
”“
ワ
ー
ク
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
”
と
く
る
。
英
語

は
洒
落
て
い
る
と
思
い
実
態
を
曖
昧
に
す
る
た
め
か
。
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集特

児
童
・
生
徒
が
「
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活

動
を
計
画
的
に
取
り
入
れ
る
」
こ
と
が
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
総
則
」
に
加
わ
り

ま
し
た
。
学
年
は
じ
め
に
あ
た
り
、
そ
の
実
践
的
課
題
を
追
究
し
ま
す
。

子
ど
も
の
物
語
と
し
て
の「
見
通
し
・
振
り
返
り
」

愛
媛
大
学
教
育
学
部

三
浦　

和
尚

き
る
と
い
っ
た
、「
教
育
方
法
」
と
い
う
概
念
に
乏

し
い
考
え
方
は
、「
内
容
」
を
教
師
（
大
人
）
の
論

理
で
学
習
者
に
与
え
る
と
い
う
指
導
に
結
び
つ
く
。

そ
の
典
型
は
「
講
義
」
で
あ
り
、
さ
す
が
に
今
の
小

学
校
で
は
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
が
、
学
習
者
意
識
の

き
わ
め
て
希
薄
な
大
学
で
は
、
い
ま
だ
に
こ
れ
が
ま

か
り
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
近
い
こ
と
は
、
中
学
・

高
校
で
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
う
い
っ
た
考
え
方
に
立
て
ば
、当
然
学
習
者
は
、

自
分
の
学
び
が
ど
こ
に
向
か
う
の
か
わ
か
ら
な
い
ま

ま
、
教
師
の
引
い
て
い
く
線
の
上
を
、
ひ
た
す
ら
に

は
じ
め
に

　

学
習
者
の
側
に
立
っ
た
学
習
指
導
の
改
善
と
い
う

こ
と
は
、
今
日
、
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
明
治
以
降
の
教
育
の
流
れ
か
ら
見
れ
ば
意
外
と

そ
の
歴
史
は
浅
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
例
え
ば

「
小
集
団
学
習
」と
か「
課
題
解
決
型
の
学
習
」と
い
っ

た
方
法
が
、
日
常
的
な
学
習
の
姿
と
し
て
定
着
し
、

違
和
感
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
は
、
そ
ん

な
に
古
く
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
。

「
教
育
内
容
」
に
一
定
の
見
識
が
あ
れ
ば
指
導
が
で

た
ど
り
ゆ
く
し
か
な
い
。ゴ
ー
ル
と
さ
れ
た
時
点
で
、

あ
る
種
の
理
解
や
満
足
感
・
充
足
感
が
保
証
さ
れ
て

い
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
る
。

　

学
習
者
主
体
の
学
び
を
保
証
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

学
習
者
自
身
が
、「
何
を
」「
ど
の
よ
う
に
」
学
び
、

そ
の
学
び
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」
を

捉
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　

あ
え
て
言
え
ば
、教
室
の
で
き
ご
と
（
学
び
）
を
、

「
大
人
の
物
語
」
か
ら
「
子
ど
も
の
物
語
」
へ
転
換

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ　

子
ど
も
の
物
語
の
た
め
に

　

小
学
校
新
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
○
年
）
で
は
、

総
則
第
１
章
第
４
の
２
（
４
）
に
「
各
教
科
等
の
指

導
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
が
学
習
の
見
通
し
を
立
て

た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
を

計
画
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。」
と

示
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
は
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領

総
則
に
も
、
同
様
の
文
言
が
あ
る
）。

「
児
童
（
生
徒
）
が
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学

習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
」
こ
と
は
、
子

ど
も
自
身
が
自
ら
の
学
び
に
つ
い
て
、「
何
を
」「
ど

の
よ
う
に
」
学
ぶ
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
、そ
の
学
び
に
「
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
」

を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
習
者
主
体
の

学
び
を
保
証
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、そ
の
こ
と
は
、「
大
人
の
物
語
」と
し
て
も
、

学
習
の
見
通
し
・
振
り
返
り
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指
導
者
側
に
指
導
（
学
習
）
の
「
目
標
」「
内
容
」「
方

法
」
を
明
確
化
さ
せ
る
働
き
も
有
し
て
い
る
。
学
習

者
に
明
確
に
示
す
た
め
に
は
、
指
導
者
自
身
が
そ
れ

ら
を
明
確
に
捉
え
る
所
に
追
い
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
の
文
言
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
二
面

の
ね
ら
い
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

Ⅱ　

学
習
の
見
通
し

　

学
習
者
が
学
習
の
見
通
し
を
持
つ
必
要
性
は
、
例

え
ば
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
記
入
な
ど
、
あ
る
作
業
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
に
、「
何
分
間
で
」「
何
時
ま
で
に
」

と
い
っ
た
指
示
が
必
要
か
つ
有
効
で
あ
る
こ
と
で
も

は
っ
き
り
す
る
。
あ
る
い
は
、
今
や
っ
て
い
る
こ
と

が
次
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
が
は
っ
き
り
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
可
能
に
な

り
、
今
の
作
業
の
質
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。

「
見
通
し
を
持
っ
て
行
う
」
こ
と
は
、
そ
の
活
動
の

意
味
を
理
解
し
意
欲
を
持
つ
、
そ
の
活
動
の
意
味
に

よ
っ
て
活
動
内
容
を
考
え
工
夫
す
る
、
そ
の
活
動
の

工
程
（
時
間
）
を
調
節
し
効
率
的
に
取
り
組
む
な
ど

の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
「
学
習
の
見
通
し
」
を
計
画
す
る
に

つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

１　

導
入
の
役
割

　

単
元
全
体
で
あ
れ
、
一
時
間
の
展
開
で
あ
れ
、
そ

の
導
入
の
役
割
に
違
い
は
な
い
。

　

導
入
は
一
般
に
、

　

①　

学
習
へ
の
意
欲
化

　

②　

学
習
の
前
提
と
な
る
知
識
等
の
確
認

　

③　

学
習
の
見
通
し
の
確
認

　

④　

学
習
へ
の
身
構
え
の
形
成

等
の
目
的
が
求
め
ら
れ
る
。
無
論
そ
れ
ら
が
複
合
す

る
こ
と
も
あ
る
。

　

導
入
に
お
い
て
「
学
習
の
見
通
し
」
を
立
て
る
こ

と
は
、
学
習
の
始
ま
り
の
位
置
づ
け
と
し
て
あ
る
意

味
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
か
ら
の
学
習
に
お
い
て
「
何
を
」「
ど
の
よ

う
に
」
学
ぶ
か
を
ど
の
よ
う
に
明
示
す
る
か
は
、
多

様
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
ろ
う
。

　

例
え
ば
、「
物
語
を
読
む
」
学
習
で
、
本
文
に
入

る
前
に
何
を
し
な
い
と
い
け
な
い
か
と
言
わ
れ
れ

ば
、
何
か
見
通
し
を
立
て
た
ほ
う
が
い
い
場
合
も
あ

れ
ば
、そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
る
。
学
習
の
流
れ
が
、

学
習
経
験
か
ら
既
に
学
習
者
に
暗
黙
裡
に
了
解
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
あ
れ
こ
れ
指
示
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
物
語
に
早
く
入
っ
た
方
が
い
い
場
合
は
あ
ろ

う
。「
何
時
間
く
ら
い
で
勉
強
し
ま
す
」
と
い
っ
た

こ
と
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
伝
え
る
よ
う
な
こ
と
で
は

な
い
。

　

し
か
し
、
物
語
の
学
習
で
あ
っ
て
も
、
朗
読
発
表

を
行
う
、
劇
に
す
る
な
ど
の
展
開
が
あ
る
場
合
は
、

そ
れ
な
り
の
見
通
し
を
伝
え
て
お
く
方
が
よ
い
と
い

う
こ
と
は
あ
る
。

　

討
論
会
や
文
集
作
り
な
ど
の
、
読
む
こ
と
以
外
の

学
習
活
動
で
あ
れ
ば
、
学
習
展
開
の
見
通
し
は
必
ず

必
要
で
あ
る
。

２　

学
習
の
手
順
・
内
容
の
提
示

　

討
論
会
や
文
集
作
り
な
ど
の
学
習
の
場
合
、
教
科

書
に
よ
る
限
り
は
、
多
く
の
場
合
、「
何
を
」「
ど
の

よ
う
に
」
学
ぶ
か
と
い
う
学
習
の
全
体
像
は
、
教
科

書
そ
の
も
の
に
提
示
し
て
あ
る
。場
合
に
よ
っ
て
は
、

作
品
例
な
ど
学
習
の
帰
着
点
の
イ
メ
ー
ジ
も
添
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
教
科
書
の
記
述

自
体
が
、「
学
習
手
順
の
説
明
」
と
し
て
機
能
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
教
科
書
を
ど
の
よ
う
に

使
う
か
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ど

の
よ
う
に
確
認
さ
せ
る
か
と
い
う
扱
い
の
問
題
と
な

る
。

　

し
か
し
、
教
科
書
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
な
い
場
合

は
、
教
科
書
に
代
わ
る
学
習
手
順
の
提
示
を
ど
の
よ

う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、「
学
習
の
見
通
し
」

と
な
る
。

　

そ
の
際
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
単
に
「
学
習
手

順
」
の
提
示
に
と
ど
ま
ら
ず
、こ
こ
で
何
を
学
ぶ
か
、

こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
知
識
や
技
能
を
身
に
つ
け
る
の

か
と
い
っ
た
、
学
習
内
容
・
目
標
の
提
示
も
考
慮
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

３　

見
通
し
の
内
実
―
め
あ
て
と
指
導
目
標
―

「
学
習
の
見
通
し
」
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

■特集　学習の見通し・振り返り
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学
習
手
順
の
見
通
し
と
、
学
習
内
容
・
目
標
の
見
通

し
が
あ
る
。
授
業
の
初
め
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
め
あ

て
」
の
提
示
は
、
後
者
で
あ
り
、
そ
の
授
業
の
学
び

を
明
確
に
す
る
意
味
で
、
最
近
は
提
示
す
る
方
向
で

考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
具
体
を
見
た
と
き
、
そ
の
提
示
の

仕
方
に
は
工
夫
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と

こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
提
示
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

A　
「
や
ま
な
し
」
の
朗
読
発
表
会
を
し
よ
う
。

B�　

速
さ
や
間
に
気
を
つ
け
て
「
や
ま
な
し
」
を
朗

読
し
よ
う
。

　

A
は
、
学
習
目
標
の
提
示
は
な
い
。
し
か
し
、
学

習
者
は
発
表
会
に
向
け
て
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
目
的

は
確
実
に
理
解
す
る
。
指
導
者
は
、
そ
の
過
程
で
、

発
表
会
を
成
功
さ
せ
る
に
は
い
い
朗
読
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
、
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
工

夫
を
す
る
か
を
考
え
さ
せ
、
身
に
つ
け
さ
せ
る
よ
う

仕
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

B
は
、
学
習
内
容
の
提
示
と
し
て
は
具
体
的
で
明

確
で
あ
る
。
し
か
し
、学
習
者
が「
面
白
そ
う
だ
」「
が

ん
ば
ろ
う
」
と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
は
、
基
本
的
に
小
・
中
学
校
段
階
で
あ
れ
ば
、

A
の
方
向
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
は
、「
学
習
の
振
り
返
り
」
を

き
ち
ん
と
し
て
、自
分
の
学
び
を
振
り
返
り
、知
識
・

技
能
を
定
着
さ
せ
る
場
面
を
保
証
す
る
必
要
は
あ
ろ

う
。

「
速
さ
や
間
に
気
を
つ
け
て
「
や
ま
な
し
」
の
朗
読

発
表
会
を
し
よ
う
。」
と
い
う
提
示
も
あ
る
か
と
思

わ
れ
る
が
、
個
人
的
に
は
、
A
で
十
分
だ
と
考
え
て

い
る
。
学
習
者
が
取
り
組
む
意
識
と
し
て
の
め
あ
て

と
、
指
導
者
が
意
図
す
る
指
導
目
標
は
、
同
じ
言
葉

で
示
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、「
二
場
面
と
三
場
面
の
主
人
公

の
気
持
ち
の
変
化
を
読
み
取
ろ
う
」
な
ど
と
い
っ
た

「
め
あ
て
」で
も
言
え
る
。そ
れ
を
見
て
学
習
者
が「
面

白
そ
う
だ
」「
が
ん
ば
ろ
う
」と
感
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
が
、
そ
れ
ま
で
の
学
習
者
の
課
題
意
識
に
き
ち

ん
と
沿
っ
て
い
る
課
題
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
初
め

か
ら
技
能
を
前
面
に
出
し
た
「
め
あ
て
」
が
、
学
習

に
向
か
う
起
爆
剤
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
子
ど

も
は
け
な
げ
に
指
導
者
の
指
示
に
付
い
て
来
て
い
る

だ
け
で
あ
る
。

４　

見
通
し
の
ス
パ
ー
ン

　

例
え
ば
、「
お
お
き
な
か
ぶ
」を
八
時
間
で
読
ん
で
、

そ
の
後
三
時
間
で
音
読
劇
を
す
る
と
す
る
。
そ
の
と

き
、
合
計
十
一
時
間
の
「
見
通
し
」
を
学
習
者
に
提

示
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

小
学
一
年
に
読
む
こ
と
と
音
読
劇
を
つ
な
ぐ
十
一

時
間
の
見
通
し
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
は
難
し

い
。
と
り
あ
え
ず
、
八
時
間
の
読
む
こ
と
の
学
習
の

見
通
し
を
立
て
さ
せ
、
そ
の
展
開
の
中
で
、
し
か
る

べ
き
と
き
に
音
読
劇
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
あ
っ
て
も
よ
い
。

　

学
習
者
の
発
達
や
、
予
想
可
能
な
範
囲
を
見
定
め

つ
つ
、
ど
の
く
ら
い
の
ス
パ
ー
ン
で
学
習
手
順
や
課

題
・
め
あ
て
を
提
示
す
る
か
は
、
判
断
が
必
要
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ　

学
習
の
振
り
返
り

１　

振
り
返
り
の
意
義

　

学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
事
後
に
振
り
返
っ
た
り
す
る
こ
と
で
学
習
内
容
の

確
実
な
定
着
が
図
ら
れ
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
等
の
育
成
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」

「
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
の
育
成
に
資
す

る
」
と
つ
な
ぐ
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
飛
躍
の
感
は
あ

る
が
、そ
れ
を
「
国
語
の
力
」
と
置
く
の
で
あ
れ
ば
、

少
な
く
と
も
「
学
習
内
容
の
確
実
な
定
着
」
と
の
関

係
は
理
解
で
き
る
。

　

一
般
に「
学
習
の
振
り
返
り
」と
い
う
行
為
は
、「
学

習
の
評
価
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
で
の
学
習
を
振
り
返
り
、
身
に
付
い
た
知
識
や

技
能
を
確
認
（
メ
タ
認
知
）
し
、
さ
ら
に
今
後
の
学

習
の
見
通
し
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
そ
の
学
習
の
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
を

確
認
す
る
こ
と
も
振
り
返
り
で
あ
る
。そ
の
場
合
は
、

学
ん
だ
こ
と
の
充
実
感
、
達
成
感
を
味
わ
う
こ
と
に

な
り
、
そ
れ
は
、
学
習
へ
の
意
欲
と
い
っ
た
態
度
的

な
側
面
の
育
成
に
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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■特集　学習の見通し・振り返り

２　

振
り
返
り
の
実
際

　

実
際
に
は
、
個
人
の
単
位
の
振
り
返
り
（
自
己
評

価
）
と
教
室
単
位
の
振
り
返
り
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

教
室
単
位
の
振
り
返
り
は
、
そ
こ
で
一
つ
の
認
識

に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
学
習
場
面
と

し
て
振
り
返
り
の
時
間
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
振
り
返
り
の
内
実
は
、
個
々
の
学
習
者
の

中
で
定
着
さ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、
活
動
の

後
み
ん
な
で
感
想
を
述
べ
合
っ
た
り
、
反
省
を
し
た

り
す
る
場
面
と
し
て
表
れ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
振
り
返
り
を
評
価
の
一
つ
と
捉
え
る

な
ら
ば
、
学
習
者
は
単
に
「
感
想
」
と
し
て
述
べ
て

い
る
に
し
て
も
、
指
導
者
の
側
に
は
、
そ
の
学
習
の

目
標
が
明
確
に
意
識
さ
れ
、
適
切
な
助
言
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
指
導
者
が
設
定
し
た
目
標
に
学

習
者
の
意
識
を
性
急
に
引
き
込
む
必
要
は
な
く
、

個
々
の
学
習
者
の
「
振
り
返
り
」
を
大
切
に
し
て
や

れ
ば
よ
い
が
、
指
導
者
の
目
標
意
識
は
明
確
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
個
人
の
振
り
返
り
（
自
己
評
価
）
に

お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
指
導
者
が
教
え
た
か
っ
た

こ
と
が
、学
習
者
の
学
ん
だ
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
、

知
識
・
技
能
と
い
っ
た
こ
と
ば
の
力
が
振
り
返
り
の

対
象
の
中
心
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

３　

振
り
返
り
と
し
て
の
味
読

　

読
む
こ
と
の
学
習
に
お
い
て
は
、「
通
読
・
精
読
・

味
読
」
と
い
っ
た
と
き
の
「
味
読
」
も
、
一
つ
の
振

り
返
り
と
な
る
。

　

今
日
、
活
動
型
の
学
習
形
態
が
多
く
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
に
せ
よ
、
三
読
法
の
展
開
が
読
む
こ
と
の

学
習
の
基
本
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
変
わ
り
な

い
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
全
体
を
読
ん
で
感
想
・
疑
問

点
等
の
確
認
を
し
（
通
読
）、
始
め
か
ら
段
落
や
場

面
ご
と
に
詳
し
く
読
み
進
め
て
い
く
（
精
読
）。
そ

し
て
最
後
に
、
改
め
て
感
想
を
ま
と
め
た
り
、
読
み

直
し
た
り
し
て
鑑
賞
す
る
の
で
あ
る
（
味
読
）。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
通
読
後
に
何
を
す
る
か
は
、
場

合
に
よ
っ
て
は
「
学
習
の
見
通
し
」
を
立
て
る
こ
と

に
な
る
し
、
味
読
段
階
は
、
自
分
の
読
み
を
確
認
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、「
学
習
の
振
り
返
り
」
の
側

面
を
有
し
て
い
る
。

　

味
読
に
は
、
感
想
を
述
べ
た
り
書
い
た
り
す
る
、

音
読
・
朗
読
す
る
、
読
み
聞
か
せ
を
き
く
、
自
分
な

り
の
課
題
を
確
認
す
る
な
ど
の
方
法
が
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、
文
章
内
容
を
振
り
返
り
、
新
し
い
課
題
を
発

見
し
た
り
、
そ
の
内
容
や
文
章
の
よ
さ
を
味
わ
っ
た

り
す
る
、
さ
ら
に
自
分
に
と
っ
て
の
意
味
を
確
認
し

た
り
す
る
作
業
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
学
習
展
開
が
精
読
に
と
ど
ま
り
、
味
読

が
今
日
重
視
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
振

り
返
り
と
し
て
の
味
読
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

が
、
文
学
的
文
章
の
み
な
ら
ず
、
説
明
的
文
章
に
お

い
て
も
望
ま
れ
る
。

　

た
だ
、
味
読
は
、
多
く
の
場
合
、
文
章
内
容
の
確

認
で
あ
る
。
味
読
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
順
序
に
気

を
つ
け
て
読
む
」
と
い
っ
た
技
能
が
意
識
化
さ
れ
る

こ
と
は
少
な
い
点
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

学
習
指
導
要
領
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
「
計
画
的
に
取
り
入
れ
る
」
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
目
標
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
学
習

指
導
計
画
を
緻
密
に
構
想
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
。

　

本
稿
で
は
そ
れ
を
前
提
に
、「
大
人
の
物
語
」
の

計
画
で
は
な
く
、「
子
ど
も
の
物
語
」
に
す
る
こ
と

の
必
要
性
を
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
例

え
ば
、体
育
で
「
逆
上
が
り
」
を
す
る
と
い
う
場
合
、

「
逆
上
が
り
」
は
到
達
点
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
、

目
標
と
な
る
よ
う
に
、
国
語
科
と
他
の
教
科
と
は
、

こ
の
「
学
習
の
見
通
し
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
あ
り

よ
う
が
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ

と
も
考
え
て
お
き
た
い
。

　

国
語
科
に
お
い
て
は
、
他
教
科
に
ま
し
て
慎
重
な

対
応
が
求
め
ら
れ
る
。

み
う
ら　

か
ず
な
お 

愛
媛
大
学
教
育
学
部
教
授
。
国
語
教

育
学
。
理
論
と
実
践
を
つ
な
ぐ
と
こ
ろ
に
徹
し
た
い
と
、
最
近

考
え
て
い
る
。
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「
学
び
」そ
し
て「
指
導
」を
見
直
す
視
点
に

埼
玉
県
川
口
市
立
戸
塚
綾
瀬
小
学
校

上
原　

一
良

教
育
現
場
の
受
け
止
め
方
は

「
学
習
の
見
通
し
と
振
り
返
り
」
の
重
要
性
に
つ
い

て
は
、
教
育
現
場
に
お
い
て
も
異
を
唱
え
る
者
は
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
教
師
誰
し
も
が
実

践
し
て
き
た
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
が
再
確

認
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
本
時
の
め
あ
て
」
を
唱
和
さ
せ
る
導
入
や
「
本

時
の
到
達
点
」
を
確
認
し
、
復
習
を
促
す
宿
題
を
課

す
終
末
を
も
っ
て
、「
学
習
の
見
通
し
と
振
り
返
り
」

が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
我
々
教
師
に
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
か
つ
て
中
学
生
を
対
象
と
す

る
調
査
で
、
教
師
の
指
導
行
動
に
対
す
る
「
生
徒
と

教
師
の
認
知
間
」
に
は
、
量
的
・
質
的
に
差
異
が
生

じ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
注
１
）
が
、「
学

習
の
見
通
し
と
振
り
返
り
」
に
つ
い
て
も
、
指
導
者

が
認
知
し
て
い
る
程
度
に
は
、
学
習
者
に
指
導
や
支

援
が
認
知
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
な
い
か
、

検
証
す
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

児
童
・
生
徒
の
学
び
を
見
直
す
視
点
に

　

本
校
の
小
さ
な
取
り
組
み
を
紹
介
し
、
児
童
・
生

徒
の
学
び
を
見
直
す
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
５

年
生
の
８
時
間
で
構
成
さ
れ
た
マ
ッ
ト
運
動
の
指
導

で
あ
る
。

　
〔
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
機
能
で
見
通
し
を
〕
第
１
時

に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
団
体
優
勝
チ
ー
ム
の
演

技
を
ま
ず
視
聴
さ
せ
、自
身
が
到
達
し
た
い
目
標（
付

け
た
い
力
）
を
考
え
さ
せ
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
い
る
。

体
育
館
の
壁
面
に
は
、
技
（
運
動
）
の
系
統
表
が
用

意
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
経
て
達
成
し
て

い
く
か
、
児
童
自
身
に
構
想
さ
せ
、
言
語
（
内
言
）

化
す
る
こ
と
に
取
り
組
ま
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
終

盤
に
試
技
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
達
成
へ
の
意
欲
を

強
化
し
、
各
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
課
題
や
手
だ
て
に

対
す
る
意
識
を
高
め
て
い
る
。

　
〔
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
機
能
で
関
係
性
を
〕
第
２
時
〜

７
時
に
お
い
て
は
、種
々
の
補
助
的
な
運
動
（
動
き
）

を
取
り
入
れ
習
熟
を
図
る
が
、
ど
う
完
成
さ
せ
た
い

技
と
関
係
性
が
あ
る
か
、
各
段
階
に
お
い
て
把
握
さ

せ
る
た
め
に
、
系
統
表
で
確
認
し
な
が
ら
練
習
を
進

め
る
。
そ
の
際
、
進
歩
を
確
認
す
る
た
め
の
自
己
評

価
・
相
互
評
価
を
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
。

　
〔
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
機
能
で
振
り
返
り
を
〕
最
終

の
第
８
時
に
は
、
達
成
で
き
た
か
ど
う
か
の
評
価
と

と
も
に
、
自
分
自
身
の
取
り
組
み
過
程
に
つ
い
て
も

評
価
を
求
め
、メ
タ
認
知
を
図
っ
て
い
る
。し
た
が
っ

て
、
児
童
は
「
６
年
生
で
は
、
こ
う
い
う
方
法
で
こ

ん
な
技
に
取
り
組
み
た
い
」
と
次
学
年
へ
の
新
た
な

見
通
し
を
も
っ
て
学
習
を
終
え
て
い
る
。

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を

　

こ
う
し
て
考
え
る
と
、「
学
習
の
見
通
し
を
立
て

た
り
学
習
し
た
こ
と
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
を

計
画
的
に
取
り
入
れ
る
」
に
は
、
髙
木
展
郎
が
提
唱

す
る
よ
う
に
、「
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

の
発
想
が
必
要
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

「
ゴ
ー
ル
に
至
る
学
習
で
育
成
す
べ
き
能
力
と
学
力

の
形
成
過
程
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
確
に
し
て
お
く
こ

と
」（
注
２
）が
指
導
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

髙
木
展
郎
は
、「
こ
れ
ま
で
の
授
業
は
、
学
習
活

動
か
ら
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
を
行
う
こ
と
が
行
わ
れ

て
き
た
。
そ
こ
か
ら
の
転
換
を
図
る
た
め
に
は
、
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
を
『
付
け
た
い
力
（
目
標
）
→
評

価
規
準
→
（
評
価
方
法
）
→
学
習
活
動
・
教
材
』
に
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す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。」（
注
３
）
と
も
指
摘
し

て
い
る
。

　

国
語
科
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
で
考
え

て
み
よ
う
。
従
来
、
私
た
ち
国
語
科
の
教
員
は
個
々

の
学
習
材
（
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
『
大
造
じ
い
さ

ん
と
ガ
ン
』）
を
ど
う
教
え
る
か
、
と
い
う
発
想
か

ら
指
導
過
程
を
構
想
し
て
こ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
育
成
す
べ
き
能
力
と
評
価
規
準
」
か
ら
構
想
し
「
学

習
活
動
・
学
習
材
」
を
構
成
し
な
け
れ
ば
、
学
習
者

が
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
に
「
見
通
し
と
振
り
返
り
」

を
も
つ
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
、

「
国
語
（
の
読
解
）
は
何
を
学
習
し
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
意
識
を
学
習
者
に
生
み
出
し
て

き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
今
回
の
改
訂
で

は
、
中
学
校
の
指
導
事
項
の
中
か
ら
「
主
題
」
と
い

う
言
葉
が
な
く
な
っ
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

指
導
者
が
考
え
る
主
題
へ
学
習
者
を
導
く
の
で
は
な

く
、
学
習
者
自
身
が
、
登
場
人
物
の
心
情
や
行
動
を

と
ら
え
た
り
、
情
景
描
写
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と

が
、
次
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
も

つ
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を

認
知
で
き
る
指
導
過
程
を
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

言
語
（
運
用
）
能
力
の
育
成
へ

　

最
後
に
、
児
童
・
生
徒
の
「
学
習
の
見
通
し
と
振

り
返
り
」
の
基
盤
と
な
る
「
言
語
（
運
用
）
能
力
の

育
成
」
を
ど
う
図
っ
て
い
く
べ
き
か
、
日
常
的
な
取

り
組
み
に
つ
い
て
３
点
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
〔
ノ
ー
ト
指
導
の
充
実
を
〕
国
語
科
の
授
業
に
お

い
て
も
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
全
盛
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

本
来
学
習
者
が
試
行
錯
誤
を
通
し
て
見
い
だ
し
て
い

く
べ
き
課
題
解
決
へ
の
過
程
が
す
で
に
提
示
さ
れ
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
指
導
者
の
計
画
通
り
に
授
業
は

進
む
こ
と
と
な
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
見
通
し
に
も
と

づ
く
発
見
は
な
さ
れ
ず
、「
自
分
の
考
え
の
形
成
」

に
は
至
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
ら
学
習
に

取
り
組
む
た
め
の
ノ
ー
ト
指
導
の
復
権
・
充
実
を
図

り
た
い
。

　
〔
書
く
こ
と
の
日
常
化
を
〕
メ
モ
（
ノ
ー
ト
・
日

記
・
手
帳
等
）、
す
な
わ
ち
「
書
く
こ
と
」
の
日
常

化
を
深
化
さ
せ
る
た
め
の
指
導
（
戦
略
）
を
も
う
一

度
国
語
科
が
進
め
る
必
要
が
あ
る
。「
書
く
こ
と（
メ

モ
）」
は
「
考
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
内
省
」
を
経

て
他
者
や
社
会
と
の
「
関
係
性
や
体
系
」
を
認
識
し

て
い
く
極
め
て
有
効
な
ツ
ー
ル
で
あ
る
。
書
き
込
み

が
あ
ふ
れ
る
教
科
書
・
ノ
ー
ト
・
辞
書
が
、「
見
通

し
と
振
り
返
り
」
の
基
盤
と
な
る
こ
と
を
我
々
指
導

者
が
再
評
価
す
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
〔
発
信
す
る
機
会
の
充
実
を
〕「
受
信
す
る
→
熟

考
・
評
価
す
る
→
発
信
す
る
」
と
い
う
一
連
の
プ
ロ

セ
ス
の
重
要
性
が
説
か
れ
、
多
く
の
実
践
と
検
証
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
児
童
・
生
徒
が
「
発
信
す
る
」

機
会
の
充
実
に
さ
ら
に
取
り
組
む
必
要
が
な
い
だ
ろ

う
か
。「
私
の
オ
ス
ス
メ
の
一
冊
（
書
評
）」
に
取
り

組
ん
だ
な
ら
ば
、
学
級
に
お
け
る
交
流
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
図
書
室
に
掲
示
（
ポ
ッ
プ
を
作
成
）
す
る

こ
と
で
あ
り
、
コ
ン
ク
ー
ル
へ
応
募
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
学
習
成
果
を
積
極
的
に
発
信
す
る
取

り
組
み
を
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
、
学
習
の
振
り
返

り
を
深
化
さ
せ
、
自
尊
感
情
を
育
み
、
学
習
意
欲
を

向
上
さ
せ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
日
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
指
導
方
法
を
常
に

「
評
価
」
し
「
見
直
し
」
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
教

師
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
真
摯
な
実
践
を
、
学

習
者
の
「
学
習
の
見
通
し
と
振
り
返
り
」
に
結
実
さ

せ
て
い
き
た
い
。

注 �１　
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日
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）

２　
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横
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省
堂
、
二
〇
〇
七
、

pp.14-19

）

う
え
は
ら　

か
ず
よ
し 

埼
玉
県
川
口
市
立
戸
塚
綾
瀬
小
学
校

長　
「
児
童
一
人
一
人
のself-esteem

を
高
め
、
地
域
に
愛
さ

れ
る
学
校
」
を
目
指
し
、
全
教
科
・
領
域
で
言
語
活
動
の
充
実

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
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子
供
の
自
覚　

教
師
の
自
覚

東
京
都
国
立
市
立
国
立
第
一
小
学
校

　

江
見　

み
ど
り

一　

は
じ
め
に

　

今
改
訂
の
新
学
習
指
導
要
領
総
則
第
４
の
２
の
指

導
計
画
の
作
成
等
に
当
た
っ
て
配
慮
す
べ
き
事
項

（
４
）
に
、「
各
教
科
等
の
指
導
に
当
た
っ
て
は
、
児

童
が
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
学
習
し
た
こ
と
を

振
り
返
っ
た
り
す
る
活
動
を
計
画
的
に
取
り
入
れ
る

よ
う
工
夫
す
る
こ
と
」
と
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。

　

従
来
の
学
習
指
導
に
お
い
て
も
、
私
た
ち
は
、
そ

の
学
習
は
何
の
た
め
に
行
う
の
か
（
目
的
意
識
）、

誰
に
向
け
て
行
う
の
か
（
相
手
意
識
）、
ど
ん
な
方

法
で
行
う
の
か
（
方
法
意
識
）、
ど
の
よ
う
な
場
面
、

状
況
で
行
う
の
か
（
場
面
意
識
）、
ど
の
よ
う
な
評

価
を
す
る
の
か
（
評
価
意
識
）
を
意
識
さ
せ
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
き
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
子
供
の
学

習
が
表
面
的
な
活
動
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い

た
り
、や
ら
さ
れ
て
い
る
だ
け
の
活
動
で
あ
っ
た
り
、

教
材
を
教
え
ら
れ
た
だ
け
で
教
材
で
学
ん
だ
力
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
、
指
導
内
容
や
活
動

指
示
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
り
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ

た
こ
と
も
実
際
に
は
否
め
な
い
。

　

大
切
な
の
は
、
子
供
自
身
が
「
何
の
た
め
に
何
を

学
習
す
る
の
か
」
を
納
得
し
、
き
ち
ん
と
し
た
目
的

意
識
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
か
、
明
確
な
活
動

の
必
然
性
を
教
師
自
身
が
自
覚
し
て
子
供
た
ち
に
投

げ
か
け
て
い
る
か
、
教
師
が
学
習
活
動
や
学
習
用
語

に
対
し
て
一
定
の
定
義
や
指
針
を
も
っ
て
指
導
し
て

い
る
か
、
子
供
た
ち
の
学
習
意
欲
や
興
味
・
関
心
を

か
き
た
て
、
そ
れ
が
継
続
す
る
だ
け
の
実
の
場
を
想

定
し
た
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
学
習
活
動
が
設
定
で
き
て

い
る
か
、
子
供
自
身
が
課
題
や
目
的
を
も
ち
見
通
し

を
も
っ
て
学
び
、
そ
の
学
習
過
程
で
つ
け
た
力
を
生

か
す
場
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。

二　

 

見
通
し
を
も
ち
学
習
の
質
を
高
め
る

課
題
設
定

　

学
習
課
題
は
、
子
供
が
設
定
す
る
場
合
と
教
師
が

設
定
す
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
子

供
た
ち
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も
の
で
あ
り
た
い
。
さ

ら
に
、そ
の
課
題
の
先
に
あ
る
も
の
が
見
通
せ
た
り
、

活
動
の
ゴ
ー
ル
が
把
握
で
き
た
り
す
る
も
の
が
よ

い
。
ま
た
、
学
習
方
法
が
分
か
り
解
決
の
見
通
し
が

も
て
る
も
の
、思
考
力
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
課
題
、

単
元
終
末
の
表
現
目
的
や
場
が
実
生
活
に
即
し
て
お

り
、身
に
つ
け
さ
せ
た
い
力
（
必
要
な
知
識
や
技
能
）

が
具
体
的
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
が
よ
い
。
教

材
の
お
も
し
ろ
さ
に
ふ
れ
、
子
供
た
ち
が
学
習
活
動

の
意
味
を
考
え
、
主
体
的
に
か
か
わ
り
自
ら
学
ぶ
意

欲
に
突
き
動
か
さ
れ
学
習
の
質
が
高
ま
っ
て
い
く
よ

う
な
課
題
（
言
語
活
動
の
実
現
）
を
設
定
し
、
能
動

的
な
学
習
過
程
を
組
織
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程

に
お
い
て
、
知
識
・
技
能
を
活
用
す
る
学
習
指
導
を

展
開
す
る
。「
読
む
方
法
」「
書
く
方
法
」「
話
す
方
法
」

「
聞
く
方
法
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
学
ん
だ
こ
と
を

生
か
せ
る
よ
う
に
す
る
。

三　

振
り
返
る
こ
と
で
自
覚
す
る

　

そ
の
時
間
の
終
末
や
単
元
の
終
末
に
は
、
必
ず
振

り
返
る
活
動
を
入
れ
て
、
そ
の
時
間
や
単
元
で
身
に

つ
け
た
知
識
・
技
能
を
メ
タ
認
知
さ
せ
、
蓄
え
さ
せ

て
い
き
た
い
。
子
供
に
学
ん
だ
こ
と
が
生
か
せ
た
か

ど
う
か
を
自
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
今
日
読
ん
だ
物
語
が
自
分
の
生
活
場
面

に
ど
う
生
き
て
く
る
か
、
読
み
取
っ
た
こ
と
が
何
に

使
え
る
か
を
考
え
さ
せ
る
。
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
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■特集　学習の見通し・振り返り

と
き
に
は
、
前
に
戻
っ
て
見
直
し
を
し
た
り
ど
こ
が

大
事
だ
っ
た
か
を
考
え
た
り
す
る
。
振
り
返
る
こ
と

で
、
自
己
の
学
習
や
学
び
方
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
学
習
の
振
り
返
り
を
書
い
た
り
発
表
し

た
り
す
る
こ
と
は
、
新
た
な
問
題
発
見
や
次
の
活
動

へ
の
意
欲
喚
起
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。

四　

 

実
践
例　

じ
ど
う
車
く
ら
べ

　
　
（
一
年
二
学
期
）

第
一
次　

・
題
名
と
冒
頭
の
一
文
か
ら
話
の
中
身
を
予
想
す
る

・
自
動
車
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
を
話
し
合
う

（
自
動
車
の
名
前
を
カ
ー
ド
に
書
い
て
発
表
）

・
は
た
ら
く
車
の
歌
を
聞
く
。

・
カ
ー
ド
の
自
動
車
を
仲
間
分
け
す
る
。
分
類
し
た

視
点
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

・
範
読
を
聞
い
て
わ
か
っ
た
こ
と
を
書
く
。

・
自
動
車
図
鑑
作
り
を
計
画
し
、
読
み
の
め
あ
て
を

も
つ
。

★
設
疑
文
を
読
み
の
視
点
と
し
て
、「
仕
事
」
と
「
つ

く
り
」
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
自
分
も
博
士
に
な
っ

て
説
明
文
を
書
き
、
ク
ラ
ス
で
合
作
の
自
動
車
図
鑑

を
つ
く
る
と
い
う
見
通
し
を
持
た
せ
る
。

自
動
車
図
鑑
を
つ
く
ろ
う
︱
自
動
車
博
士
へ
の
道
︱

第
二
次

・
教
科
書
の
３
つ
の
挿
絵
を
拡
大
し
た
も
の
を
見
比

べ
、
違
い
を
見
つ
け
発
表
す
る
。

・
教
材
文
を
読
み
、３
つ
の
事
例
の
「
仕
事
」
と
「
つ

く
り
」
を
読
み
取
り
、
違
い
を
確
か
め
る
。

　

①
学
習
の
め
あ
て
を
確
認
②
音
読
③
一
人
学
び

（
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
３
種
類
の
選
択
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
④
伝
え
合
い
・
話
し
合
い
（
ペ
ア
学
習　

全
体

で
の
学
び
合
い
）
⑤
分
か
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
る

（
自
慢
話
、
手
紙
）
⑥
★
自
己
評
価
と
次
の
学
習

の
め
あ
て
作
り

第
三
次

・
は
し
ご
車
を
例
に
説
明
の
仕
方
を
学
習
す
る
。

・
自
分
の
興
味
を
も
っ
た
自
動
車
に
つ
い
て
仕
事
と

つ
く
り
を
調
べ
る
。（
並
行
読
書
、
生
活
科
と
の

合
科
）
絵
本
や
図
鑑
を
読
ん
だ
り
、
ビ
デ
オ
を
視

聴
し
た
り
、
校
外
で
車
の
観
察
を
し
た
り
ミ
ニ

チ
ュ
ア
カ
ー
な
ど
で
調
べ
た
り
す
る
。

・
調
べ
た
こ
と
を
カ
ー
ド
に
書
く
。

・
カ
ー
ド
を
仕
事
と
つ
く
り
に
分
類
す
る
。

・
自
動
車
の
絵
を
描
く
。（
図
工
と
の
合
科
）

・
カ
ー
ド
を
も
と
に
説
明
文
を
書
く
。

・
書
い
た
も
の
を
読
み
直
し
確
か
め
る
。（「
仕
事
」

と
「
つ
く
り
」
が
書
い
て
あ
る
か
、
表
記
の
見
直

し
訂
正
︱
★
振
り
返
り
）��

・
書
い
た
自
動
車
を
紹
介
し
合
う
。（
自
由
に
二
人

組
に
な
り
交
換
し
て
読
み
合
い
、
友
達
の
表
現
の

よ
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
る
。
相
手
を
変
え
紹
介
）

・
自
分
で
夢
の
自
動
車
を
発
明
し
、
絵
と
説
明
文
を

書
く
。

・
発
表
会
を
開
く
。

・
前
書
き
、
後
書
き
、
表
紙
を
書
き
、
自
動
車
図
鑑

に
仕
上
げ
る
。

◎
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
を
つ
な
げ
、
書
く
た
め
に

読
む
、
読
ん
だ
こ
と
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
連
動
さ

せ
、
児
童
が
目
的
意
識
と
必
要
感
と
見
通
し
を
も
っ

て
文
章
に
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
に
構
想
し
た
。

筆
者
の
も
の
の
見
方
、
考
え
方
に
目
を
向
け
さ
せ
、

関
係
認
識
と
そ
の
表
現
方
法
を
一
体
の
も
の
と
し
て

学
ば
せ
、
そ
の
書
き
表
し
方
を
真
似
る
こ
と
に
よ
り

自
分
な
り
の
考
え
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
。
書
く
こ

と
で
情
報
を
読
む
力
と
伝
え
る
力
を
育
て
、
主
体
的

に
よ
り
よ
い
表
現
を
求
め
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
。

え
み　

み
ど
り 

東
京
都
国
立
市
立
国
立
第
一
小
学
校
教
諭
。

全
国
国
語
授
業
研
究
会
常
任
理
事
、
使
え
る
授
業
ベ
ー
シ
ッ
ク

研
究
会
常
任
理
事
を
務
め
る
。
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１　

 「
見
通
す
」
こ
と
「
振
り
返
る
」
こ

と
の
意
義

　

日
本
の
子
供
は
教
科
の
学
習
が
嫌
い
で
、
学
習
の

意
義
を
つ
か
め
な
い
…
…
「
情
意
」
の
側
面
に
問
題

が
あ
る
、と
様
々
な
国
際
調
査
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

「
自
分
に
は
ど
う
せ
で
き
っ
こ
な
い
」
と
思
っ
て
い

る
生
徒
は
、
本
当
は
で
き
る
だ
け
の
力
を
持
っ
て
い

て
も
、「
や
ろ
う
」
と
い
う
意
欲
が
わ
か
な
い
。
反

対
に
、「
自
分
に
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」と
思
っ

て
い
る
生
徒
は
、
粘
り
強
く
取
り
組
め
る
。
そ
の
う

ち
、
本
当
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る

　

教
科
の
学
習
を
通
し
て
健
全
な
「
思
い
」
を
形
成

し
、前
向
き
に
学
習
に
取
り
組
む
生
徒
を
育
む
こ
と
、

そ
れ
に
向
け
授
業
を
改
善
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
、

「
見
通
す
」「
振
り
返
る
」
こ
と
の
意
義
だ
と
考
え
る
。

２　
「
見
通
す
」「
振
り
返
る
」で
育
つ「
思
い
」

　

私
が
行
う
「
見
通
す
」「
振
り
返
る
」
は
表
①
の

よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
作
品
や
単
元
、

学
期
を
対
象
に
「
見
通
す
」「
振
り
返
る
」
活
動
が

効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

実
践
を
通
し
て
、
殊
に
「
振
り
返
る
」
効
果
と
し

て
、
生
徒
の
表
れ
か
ら
、
次
の
内
容
を
確
認
で
き
た
。

１　

学
習
方
法
を
再
確
認
（
強
化
）
で
き
る

２　

学
習
内
容
に
自
信
が
生
ま
れ
る

３�　

教
科
学
習
へ
の
価
値
づ
け
が
さ
れ
、
必
要
度
や
好
感

度
が
増
す

４　

自
分
へ
の
効
力
感
や
自
尊
感
情
が
高
ま
る

　

こ
れ
ら
は
、
日
本
の
子
ど
も
に
と
っ
て
不
足
し
て

い
る
こ
と
に
深
く
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
そ
の
形
成
に
は
、
ど
ん
な
学
習
内
容
を

扱
っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
大
切
で
は
あ
る
が
、
ど
の

よ
う
に
学
習
活
動
を
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
大
き

く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

３　

教
科
の
学
習
で
形
成
さ
れ
る
「
思
い
」

　
　

 

…
…
「
主
張
文
」
の
学
習
を
通
し
て

　

作
文
指
導
の
具
体
を
通
し
て
、「
見
通
す
」
と
「
振

り
返
る
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑴　
「
見
通
す
」
活
動

　

こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
学
習
に
不
安
や
無
力
感
、
無

意
味
さ
を
感
じ
て
い
る
と
し
た
ら
、
学
習
は
十
分
に

成
立
し
な
い
。

　

そ
こ
で
、
学
習
の
初
め
の
段
階
で
、
学
習
内
容
を

「
見
通
す
」
活
動
を
設
け
た
。
そ
こ
で
は
、

生
徒
の「
思
い
」を
授
業
改
善
に
生
か
す

静
岡
県
藤
枝
市
立
岡
部
中
学
校

　

紅
林　

定
宏

対
象

見
通
し
を
持
つ

表①

年
度

学
期

◆
夢
を
語
ろ
う
！
（
教
科
書
の
目
次
を
眺
め
つ
つ
）

　

…�

こ
の
学
習
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
達
成
し
た
い
か
、

目
標
を
も
ち
、
努
力
へ
の
決
意
を
固
め
よ
う

・
不
安
な
こ
と
は
何
？

・
頑
張
り
た
い
こ
と
は
何
？

・
ど
ん
な
力
を
つ
け
た
い
？

を
ま
と
め
る

単
元

教
材

◆
つ
け
た
い
力
を
考
え
よ
う

単
元
で
つ
け
た
い
力
を
考
え
よ
う

・
こ
の
学
習
に
対
す
る
率
直
な
考
え
は
？

・
ど
の
よ
う
な
力
を
つ
け
た
い
か
？

・
自
分
の
課
題
は
何
だ
ろ
う
？

対
象

振
り
返
り

年
度

学
期

◆
成
果
を
確
か
め
よ
う
！

（
教
科
書
・
ノ
ー
ト
の
記
録
を
眺
め
つ
つ
）

…�

こ
の
学
習
で
、
ど
ん
な
自
分
に
な
っ
た
か
、
振
り

返
ろ
う

・
成
長
を
確
か
め
よ
う

・
ど
ん
な
力
が
つ
い
た
だ
ろ
う

・
ま
だ
足
り
な
い
力
は
何
だ
ろ
う

成
長
を
実
感
し
、
次
へ
の
課
題
を
整
理
す
る

単
元

教
材

◆
つ
け
た
力
を
振
り
返
ろ
う

（
ノ
ー
ト
の
記
録
を
眺
め
つ
つ
）

こ
の
単
元
（
作
品
）
の
学
習
を
通
し
て

・
自
分
は
ど
う
成
長
し
た
だ
ろ
う

・
ど
ん
な
力
が
つ
い
た
だ
ろ
う

・
友
達
か
ら
評
価
し
て
も
ら
お
う
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■特集　学習の見通し・振り返り

・
ど
ん
な
こ
と
を
や
る
の
か

・
到
達
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か

・
ど
ん
な
方
法
で
や
る
の
か

　

を
教
師
か
ら
提
案
し
、

・
学
習
方
法
へ
の
賛
否
や
工
夫

・
こ
の
学
習
で
楽
し
い
（
と
思
わ
れ
る
）
活
動
は
ど

ん
な
こ
と
か

を
、
小
集
団
で
相
談
、
提
案
さ
せ
た
。

　

生
徒
か
ら
「
完
成
前
の
作
文
を
批
評
し
合
っ
て
直

し
た
い
」
と
い
う
提
案
が
あ
り
、
相
互
批
評
を
清
書

の
前
段
階
に
も
入
れ
た
。
ま
た
、「
作
戦
用
紙
」
の

使
い
方
、
教
師
か
ら
の
「
追
究
の
赤
ペ
ン
」
や
「
面

談
」
に
つ
い
て
は
「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
」
と
前
向
き

に
受
け
止
め
る
反
応
が
多
か
っ
た
。

「
作
文
な
ん
て
、
材
料
が
見
つ
か
ら
な
い
し
、
う
ま

く
書
け
な
い
か
ら
い
や
だ
。」
と
し
て
い
た
Ａ
子
は
、

こ
の
「
見
通
す
」
学
習
を
と
お
し
て
、「
作
戦
用
紙

に
書
き
込
ん
で
、
先
生
と
面
接
し
た
り
、
追
究
さ
れ

た
り
、
友
達
と
批
評
し
あ
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
お
も

し
ろ
そ
う
。」
と
、
変
化
が
表
れ
た
。

「
見
通
す
」
活
動
で
は
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
学
習
に

対
し
、
ま
ず
、
苦
手
意
識
や
不
安
感
を
率
直
に
語
ら

せ
た
い
。
そ
こ
に
授
業
改
善
の
ヒ
ン
ト
が
隠
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
課
題
意
識
や
期
待
を
抱
か
せ
た
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
教
師
の
提
示
と
と
も
に
、
生
徒
か

ら
の
提
案
と
い
う
形
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
主
張
文
」
の
授
業
は
、
提
案
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ

う
に
組
ん
だ
。（
全
６
時
間
）

①
テ
ー
マ
探
し
、
各
部
分
の
内
容
の
掘
り
下
げ

　
　

＊
教
師
か
ら
追
究
の
赤
ペ
ン
、
学
習
面
接

②
各
部
分
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
ひ
た
す
ら
書
く

③
各
部
分
の
順
番
を
考
え
、
構
成
を
考
え
る

④
相
互
交
流
・
相
互
批
評
・
修
正
→
清
書

⑤
相
互
交
流
・
相
互
批
評
、

　

Ａ
子
は
、
こ
の
学
習
で
、
親
子
関
係
を
題
材
と
し
、

『
な
ん
で
親
な
ん
て
い
る
ん
だ
よ
！
』
を
創
り
上
げ

た
。「
作
文
が
苦
手
」
な
Ａ
子
自
身
も
驚
く
超
大
作

と
な
っ
て
い
た
。
た
ま
た
ま
学
校
に
来
た
母
親
に
見

せ
た
と
こ
ろ
、
母
親
は
涙
し
て
し
ば
ら
く
言
葉
が
出

な
か
っ
た
。
学
年
の
職
員
も
絶
賛
し
、「
あ
の
Ａ
子

が
?!
」
と
驚
い
た
。
何
よ
り
、
相
互
批
評
を
し
た
友

達
六
人
が
こ
と
ご
と
く
感
動
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
表
れ
を
見
せ
た
の
は
Ａ
子
の
み
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
が
思
い
思
い
の
文
章

を
作
り
上
げ
、
友
達
か
ら
評
価
さ
れ
、
手
ご
た
え
を

感
じ
て
い
た
。

⑵　
「
振
り
返
る
」
活
動

　

締
め
く
く
り
の
段
階
で
は
、
完
成
し
た
文
章
を
読

み
合
い
、
相
互
批
評
を
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
本

人
に
返
し
、
学
習
活
動
を
振
り
返
っ
た
。

　

Ａ
子
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　

…
…
作
文
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
作
戦
用

紙
と
友
達
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
の
お
か
げ
。

　

こ
の
授
業
を
や
っ
て
、
文
を
作
る
の
が
前
よ
り
も
う
ま
く

な
っ
た
な
あ
と
思
う
。
先
生
に
質
問
さ
れ
た
り
、
友
達
に
ア

ド
バ
イ
ス
を
も
ら
っ
た
と
き
に
は
、「
ハ
ア
ー
ッ
?!
」
と
い

う
感
じ
だ
っ
た
け
ど
、
そ
の
う
ち
「
そ
う
か
！　

そ
う
だ
っ

た
ん
だ
！
」
と
思
え
た
。
そ
し
て
直
し
た
。
よ
く
な
っ
た
！

　

自
分
で
考
え
、思
っ
た
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
最
後
、

自
分
な
り
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
満
足
。

　

次
の
作
文
の
時
に
は
今
回
の
や
り
方
を
使
っ
て
い
き
た

い
。
い
い
文
章
が
書
け
る
と
思
う
。
ち
ょ
っ
と
作
文
に
自

信
を
も
て
た
し
、
ち
ょ
っ
と
得
意
か
も
と
思
え
た
。

　

こ
の
よ
う
に
作
文
へ
の
手
ご
た
え
を
感
じ
て
い
る

様
子
が
他
の
多
く
の
生
徒
か
ら
も
確
認
で
き
た
。

４　

ま
と
め

「
見
通
す
」
段
階
で
、
生
徒
の
苦
手
意
識
や
課
題
な

ど
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
教
材
選
択
・
変
更
、
授
業

構
成
の
工
夫
に
生
か
せ
る
。

「
振
り
返
る
」
段
階
で
の
表
れ
は
、
教
師
に
対
す
る

「
授
業
評
価
」
で
あ
る
。
ど
ん
な
「
思
い
」
が
育
っ

た
の
か
を
見
極
め
、
そ
れ
が
形
成
さ
れ
た
学
習
活
動

が
特
定
で
き
れ
ば
、
授
業
構
成
の
改
善
に
向
け
た
具

体
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
見
通
す
」「
振
り
返
る
」
活
動
は
授
業
改
善
に
直

に
生
か
せ
る
、
生
か
し
た
い
！�

…
…
授
業
実
践
を

通
し
て
、
日
々
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

く
れ
ば
や
し　

さ
だ
ひ
ろ 

静
岡
県
藤
枝
市
立
岡
部
中
学
校

教
頭　

教
科
の
学
習
を
通
し
て
生
徒
に
形
成
さ
れ
る
『
思
い
』

に
こ
だ
わ
り
を
も
っ
て
、仲
間
と
授
業
実
践
を
続
け
て
い
ま
す
。
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１　

は
じ
め
に

　

子
ど
も
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
描
い
た
イ
メ
ー

ジ
は
、ど
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

子
ど
も
の
胸
中
に
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
な
か
な
か

表
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
言

葉
で
叙
述
さ
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
叙
述
に
な

り
得
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
あ
え
て
子
ど
も
た
ち

が
言
葉
に
置
き
換
え
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
叙
述
を

通
し
て
自
分
の
内
面
に
新
た
な
作
品
を
創
作
す
る
こ

と
と
も
い
え
る
。

　

イ
メ
ー
ジ
が
言
葉
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

子
自
身
の
解
釈
を
く
ぐ
り
な
が
ら
、新
た
な
想
像
力
、

思
考
力
に
力
を
与
え
、
自
分
の
読
み
と
し
て
の
イ

メ
ー
ジ
世
界
を
結
晶
さ
せ
て
い
く
行
為
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、物
語
を
一
行
詩
に
表
す
こ
と
で
「
読
む
」

と
い
う
表
現
活
動
を
提
唱
す
る
。
俳
句
の
五
・
七
・
五

（
短
歌
の
五
・
七
・
五
・
七
・
七
）
の
リ
ズ
ム
を
借
り
て
、

い
く
つ
か
の
場
面
が
何
ら
か
の
意
味
合
い
で
ぶ
つ

か
っ
た
り
、
響
き
合
っ
た
り
、
矛
盾
し
た
り
す
る
こ

と
で
生
み
出
さ
れ
る
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
さ
せ

て
い
く
試
み
と
も
い
え
る
創
作
活
動
で
あ
る
。

２　

一
行
詩
感
想
の
メ
リ
ッ
ト

　

散
文
で
書
か
れ
る
初
発
の
感
想
は
生
か
し

に
く
い
が
、
一
行
詩
感
想
は
い
か
し
や
す
い

　

初
発
の
感
想
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
は
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
ふ
つ
う
初
発
の
感
想
は
読
点
だ
ら
け
で
、

散
文
の
広
が
り
と
曖
昧
さ
の
た
め
、
印
象
が
焦
点
化

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
す
べ
て
を
紹
介
す
る

に
も
限
界
が
あ
り
、
教
師
の
切
り
取
り
に
よ
る
受
け

身
の
交
流
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
行
詩
に

よ
る
初
発
の
感
想
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。ま
ず
は
、

手
軽
に
だ
れ
も
が
す
ぐ
に
書
け
る
利
点
を
最
大
限
に

活
用
す
る
。
俳
句
や
短
歌
の
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
書
く

こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
創
作
へ
の
意
欲
に
つ
な
が
っ
て

こ
よ
う
。
イ
メ
ー
ジ
、
印
象
、
情
景
、
心
情
を
各
自

の
視
点
で
焦
点
化
し
て
切
り
取
る
こ
と
は
比
較
的
に

容
易
だ
と
思
わ
れ
る
。

・
一
行
詩
感
想
に
は
空
所
空
白
が
多
い
。
こ
れ

が
読
み
手
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
。

・
一
行
詩
感
想
は
作
品
を
分
析
す
る
レ
ン
ズ

と
な
る
。

・
ク
ラ
ス
全
員
の
感
想
が
交
流
で
き
る
。
こ
れ

で
友
達
の
と
ら
え
方
と
の
比
較
が
や
り
や

す
く
な
る
。

・
一
行
詩
感
想
は
学
習
課
題
に
発
展
し
や
す

い
。
子
ど
も
主
体
で
の
課
題
発
見
の
可
能
性

が
高
く
な
る
。

・
感
想
文
嫌
い
な
子
ど
も
で
も
、
抵
抗
感
が
少

な
く
書
か
せ
や
す
い
。

・�

自
分
の
立
場
を
も
ち
や
す
い
。

・�

何
を
ど
う
読
む
の
か
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
、
一
行
詩
感
想
そ
の
も
の
が
課
題
と
な
っ

て
読
み
の
方
向
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・�

個
々
の
読
み
を
揺
さ
ぶ
り
、
多
様
な
解
釈
へ

の
道
を
ひ
ら
く
こ
と
が
で
き
る
。

関
西
学
院
初
等
部 

西　

勝
巳

「
読
む
」力
を
高
め
る
た
め
に

〜
物
語
の
感
想
を
一
行
詩
に
表
す
ア
イ
デ
ア「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」（
四
年
）よ
り
〜

実践
交流
小学国語
─中学年─
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・
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
で
あ
る

・
心
情
が
的
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る

・
自
分
の
読
み
を
補
完
し
て
く
れ
る

・
自
分
の
読
み
を
こ
え
た
イ
メ
ー
ジ
や
意
味

を
内
包
し
て
い
る

・
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
見
出
せ
る

・
学
習
課
題
に
し
て
み
た
い

３　

進
め
方
と
活
用
方
法

①　

一
行
詩
を
場
面
と
視
点
を
決
め
て
書
か
せ
る

　

�　

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
書
く
の
か
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
自
由
で
あ
る
方
が
よ
い
。
と
き
に
は
登
場
人

物
の
立
場
に
立
た
せ
た
り
、
語
り
手
の
位
置
か
ら

と
ら
え
た
り
す
る
指
示
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の

場
合
と
い
う
の
は
、
学
習
の
観
点
が
ク
ラ
ス
全
体

で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
き
で
あ
る
。

②�　

場
面
の
印
象
、
人
物
の
印
象
、
情
景
を
と
ら
え

て
切
り
取
る

　

�　

カ
メ
ラ
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
よ
う
に
、
的

確
に
切
り
取
る
の
が
コ
ツ
。
た
だ
し
、
本
文
の
叙

述
を
使
っ
た
り
、
生
か
し
た
り
し
な
が
ら
表
現
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

③　

一
行
詩
感
想
を
交
流
さ
せ
る

　

�　

書
き
あ
が
っ
た
一
行
詩
感
想
を
交
流
さ
せ
て
い

く
。
本
文
と
読
み
比
べ
な
が
ら
、
一
行
詩
感
想
の

イ
メ
ー
ジ
を
追
い
か
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
自
分

の
想
像
を
補
い
な
が
ら
友
達
の
作
品
を
読
み
、
作

品
の
世
界
や
内
容
を
う
ま
く
切
り
取
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
一
行
詩
感
想
を
、
子
ど
も
た
ち
に
選
ば

せ
る
。
そ
の
際
の
作
品
選
択
の
観
点
と
し
て
、
次

の
六
つ
を
挙
げ
て
お
く
。

　

事
例
は
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
各
場
面
に
は
、
ど

ん
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
作
品
の

モ
チ
ー
フ
を
考
え
な
が
ら
、
自
分
の
読
み
を
一
行
詩

に
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
詩
に
こ
め

た
一
行
詩
感
想
（
思
い
・
意
見
・
解
釈
）
を
鑑
賞
文

と
し
て
、
ひ
と
つ
の
表
現
に
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で

あ
る
。
書
け
た
一
行
詩
と
鑑
賞
文
を
ク
ラ
ス
で
交
流

し
合
っ
て
、「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」の
世
界
を
広
げ
な
が
ら
、

子
ど
も
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
、自
分
の
「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」

観
を
築
か
せ
る
こ
と
と
、
自
分
の
読
み
が
確
立
で
き

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　

物
語
を
自
分
と
の
か
か
わ
り
で
読
む
視
点
。
新
学

習
指
導
要
領
の
国
語
学
習
で
は
大
切
に
し
た
い
機
軸

で
あ
る
。何
よ
り
も
、子
ど
も
た
ち
が
物
語
を
読
み
っ

ぱ
な
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、
学
習
の
足
跡
を
確
実

に
残
し
、
ま
た
そ
の
地
点
か
ら
も
新
た
に
出
発
で
き

る
よ
う
な
創
作
活
動
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
切
に

願
っ
て
い
る
。

に
し　

か
つ
み 

　

神
戸
大
学
発
達
科
学
部
附
属
校
在
職
中

よ
り
、
国
語
科
は
技
能
教
科
で
あ
る
と
の
視
座
か
ら
「
話
す
・

聞
く
」「
書
く
」「
読
む
」
領
域
の
表
現
力
ア
ッ
プ
を
め
ざ
し
た

実
践
研
究
を
し
て
い
る
。
県
下
他
校
の
研
究
テ
ー
マ
に
合
わ
せ

て
授
業
づ
く
り
の
支
援
・
助
言
を
行
っ
て
い
る
。

●実践交流　小学国語 ─中学年─

児童の一行詩感想
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実践
交流
小学国語
─高学年─

一　

は
じ
め
に

「
国
語
科
の
指
導
は
難
し
い
。」
と
よ
く
言
わ
れ
る
。

そ
の
原
因
の
一
つ
に
、
系
統
的
に
指
導
す
る
こ
と
の

難
し
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
今
話
題
に
な
っ
て
い
る
「
活
用
型
」
の

学
習
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
難
し
い
と
言
わ
れ
て
い

る
系
統
的
な
指
導
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
の
実
践
を
も
と
に
「
活
用

型
」
の
学
習
に
取
り
組
む
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
述
べ

て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
大
阪
市
立
南
田
辺

小
学
校
の
岡
崎
夕
貴
教
諭
の
実
践
を
紹
介
す
る
。

二　

学
習
活
動
の
実
際

　

学
習
の
大
き
な
流
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一�

次　
「
片
耳
の
大
シ
カ
」
の
紹
介
文
（
指
導
者
が

作
成
）
を
読
ん
で
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。

第
二�

次　
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
を
読
み
取
り
な

が
ら
、
最
後
に
紹
介
文
を
書
く
。

第
三�

次　

椋
鳩
十
の
他
の
作
品
を
読
み
、紹
介
文
を
書
く
。

　

次
に
第
一
次
で
指
導
者
が
作
成
し
た
紹
介
文
を
示

す
。

「
片
耳
の
大
シ
カ
」
は
椋
鳩
十
の
作
品
で
す
。

　

こ
の
作
品
は
、
作
家
で
あ
る
主
人
公
の
「
わ
た
し
」
の
経

験
を
も
と
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
り
ょ
う
師
と

と
も
に
、
シ
カ
を
し
と
め
る
た
め
に
山
に
入
り
ま
す
。

　

片
耳
の
大
シ
カ
は
シ
カ
の
大
し
ょ
う
で
と
て
も
か
し
こ
い

シ
カ
で
す
。
人
間
の
や
り
く
ち
を
覚
え
て
い
て
、
仲
間
を
つ

れ
て
逃
げ
て
し
ま
う
の
で
、
り
ょ
う
師
た
ち
は
、
片
耳
の
大

シ
カ
を
し
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
片
耳
の
大
シ
カ
を
し
と
め
よ
う
と
、
山
を

追
い
か
け
ま
す
が
、
最
後
に
は
目
の
前
に
い
る
片
耳
の
大
シ
カ

を
う
た
ず
に
行
か
せ
ま
す
。
そ
れ
は
、
片
耳
の
大
シ
カ
の
群
れ

に
命
を
助
け
ら
れ
た
か
ら
で
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
命
を

う
ば
お
う
と
し
て
い
た
の
に
、
片
耳
の
大
シ
カ
た
ち
は
、
同
じ

動
物
と
し
て
嵐
が
過
ぎ
る
ま
で
あ
た
た
め
て
く
れ
ま
し
た
。

　

動
物
は
と
て
も
平
等
で
す
。
不
必
要
に
殺
し
た
り
は
し
な

い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
椋
鳩
十
は
こ
の
作
品
で
、
そ
ん
な
動

物
の
生
き
方
の
美
し
さ
を
伝
え
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

作
品
名
と
作
家
名

場
面
設
定

大
シ
カ
の
説
明

わ
た
し
の
気
持
ち

の
変
化
と
そ
の
理

由主
題

　

こ
の
紹
介
文
の
特
徴
は
、
児
童
に
書
か
せ
る
文
字

数
（
四
〇
〇
字
）
に
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
、
紹
介
文

に
盛
り
込
ま
せ
た
い
項
目
を
下
段
に
明
記
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
授
業
者
は
、「
主
要
人
物
の
心
情
が

変
容
す
る
契
機
と
な
っ
た
出
来
事
」「
主
要
人
物
の

心
情
が
変
容
し
た
理
由
」「
作
品
の
主
題
」
を
、
物

語
を
読
む
観
点
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
観
点
で
紹
介
文

を
書
く
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
観
点
で
読
み
取
る

と
い
う
二
つ
の
ね
ら
い
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

二
つ
が
単
元
を
通
じ
て
の
大
き
な
ね
ら
い
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
紹
介
文
は
学
習
課
題
の
設
定
に
も
つ

な
が
っ
た
。
人
物
の
心
情
の
変
容
と
そ
の
契
機
と
な
っ
た

出
来
事
と
の
関
連
を
読
み
取
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
習
課
題
は
、「『
う
う
む
。』
と

思
わ
ず
感
嘆
の
声
を
も
ら
し
た
の
は
な
ぜ
か
を
読
み
取

ろ
う
」
と
い
う
よ
う
に
人
物
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
行
動

を
し
た
の
か
そ
の
理
由
を
探
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

第
二
次
で
は
、
課
題
解
決
の
手
が
か
り
に
な
る
言
葉

や
文
、
文
章
か
ら
人
物
の
心
情
を
読
み
取
っ
た
り
、
さ

ら
に
、
作
者
の
意
図
に
迫
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

し
っ
か
り
と
し
た
音
読
、
小
集
団
や
全
体
で
の
活

発
な
意
見
交
流
、
交
流
後
に
お
け
る
ノ
ー
ト
の
書
き

加
え
な
ど
に
よ
っ
て
課
題
が
解
決
さ
れ
て
い
っ
た
。

第
二
次
の
最
後
に
は
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」
の

紹
介
文
を
書
き
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
こ
で
は
、

第
一
次
の
紹
介
文
を
振
り
返
り
、
先
の
三
つ
の
観
点

を
盛
り
込
ん
だ
も
の
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

第
三
次
で
は
、
主
体
的
に
読
書
に
取
り
組
ん
だ
。

物
語
教
材
に
お
い
て
、「
活
用
型
」の
学
習
を
考
え
る

─
一
単
元
の
中
で
の「
活
用
」─

大
阪
府
大
阪
市
立
北
中
道
小
学
校
長 

田
窪　

豊
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一
番
の
も
と
に
な
る
の
は
、
指
導
者
の
紹
介
文

4

4

4

4

4

4

4

で
あ

る
。
そ
こ
に
は
大
切
な
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

・
第
二
次
で
の
読
み
取
り
の
た
め
の
観
点

　

・
第
二
次
、
第
三
次
で
書
く
紹
介
文
の
観
点

②　

ど
の
よ
う
に
活
用
さ
せ
る
か
具
体
的
に
示
す

　

紹
介
文
と
そ
の
下
欄
の
盛
り
込
ま
せ
た
い
項
目
を

見
な
が
ら
活
用
さ
せ
る
。

　

・�

項
目
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
学
習
課
題
を
設
定
す

る
こ
と
に
活
用
（
ど
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
の

か
な
ど
）

　

・�

二
つ
の
紹
介
文
を
書
く
際
に
「
手
引
き
」
と
し

て
活
用

③　

活
用
を
学
習
者
に
意
識
（
自
覚
）
を
さ
せ
る

　

二
つ
の
紹
介
文
を
書
く
こ
と
で
「
活
用
」
を
よ
り

意
識
（
自
覚
）
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
紹
介
文
に

盛
り
込
ま
せ
た
い
項
目
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
書
く

活
動
に
だ
け
で
な
く
、
物
語
を
読
む
時
に
も
有
効
に

は
た
ら
く
こ
と
も
分
か
る
。そ
れ
に
、そ
れ
ら
の
項
目
、

す
な
わ
ち
、「
主
要
人
物
の
心
情
が
変
容
す
る
契
機
と

な
っ
た
出
来
事
」「
主
要
人
物
の
心
情
が
変
容
し
た
理

由
」「
作
品
の
主
題
」
の
三
つ
の
観
点
が
、
物
語
を
楽

し
く
、
豊
か
に
読
み
進
め
て
い
く
観
点
で
も
あ
る
こ

と
を
意
識
（
自
覚
）
さ
せ
る
こ
と
で
、
次
の
物
語
の

学
習
や
読
書
生
活
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
指
導
者
は
そ
れ
ら
の
観
点
を
増
や
し
た

り
、
修
正
を
加
え
た
り
、
作
品
に
応
じ
た
観
点
を
見

つ
け
た
り
す
る
な
ど
し
て
「
活
用
型
」
の
学
習
を
発

付
箋
や
ノ
ー
ト
を
活
用
し
な
が
ら
そ
れ
ら
を
も
の
に

紹
介
文
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

今
ま
で
表
面
的
な
読
み
取
り
し
か
で
き
な
か
っ
た

児
童
も
、
物
語
の
展
開
に
着
目
し
な
が
ら
読
む
こ
と

が
で
き
た
。
展
開
が
自
分
の
予
想
と
い
か
に
異
な
っ

た
か
を
書
く
こ
と
で
作
者
の
意
図
に
ま
で
迫
ろ
う
と

し
た
紹
介
文
も
あ
っ
た
。

三　

�「
活
用
型
」の
学
習
を
進
め
る
に
あ

た
っ
て

　

こ
の
実
践
を
も
と
に
、「
活
用
型
」
の
学
習
を
進

め
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
考
え
て
い
き
た
い
。
次
の

よ
う
な
「
活
用
」
の
流
れ
が
あ
る
。

○
第
一�

次　

指
導
者
が
書
い
た
「
片
耳
の
大
シ
カ
」

の
紹
介
文
を
読
む

○
第
二�

次　
「
大
造
じ
い
さ
ん
と
ガ
ン
」
を
読
み
取

り
、
紹
介
文
を
書
く

　

・
第
一
時　

学
習
課
題
に
対
す
る
ま
と
め
を
書
く

　

・
第
二
時　
　
　
　
　

〃

　
　
　

・
・
・
・

　

・
第
十
時　

�「
大
造
じ
い
さ
ん
と
が
ん
」
の
紹
介
文

を
書
く

○
第
三
次　

椋
鳩
十
の
他
の
作
品
の
紹
介
文
を
書
く

①�　

何
を
活
用
す
る
の
か
、活
用
さ
せ
た
い
「
も
の
」

や
「
こ
と
」
を
明
確
に
定
め
る

　

右
の
図
に
様
々
な
「
活
用
」
が
あ
る
。
そ
の
中
で

展
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
も
で
き
る
。

四　

ま
と
め

　

一
単
元
の
中
に
お
け
る
、「
活
用
型
」
の
学
習
に

取
り
組
む
た
め
の
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
た
。

　

特
に
留
意
す
る
こ
と
は
、「
活
用
す
る
」
こ
と
を

指
導
者
が
い
か
に
意
識
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
系
統

的
な
学
習
を
追
求
す
る
意
味
か
ら
も
常
に
前
述
の
三

つ
の
ポ
イ
ン
ト
意
識
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
実
践
に
お
け
る
提
示
さ
れ
た
紹
介
文

は
児
童
が
直
接
活
用
す
る
た
め
指
導
者
が
書
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

た
と
え
必
然
性
が
な
く
て
も
児
童
に
書
か
せ
る
中
身

に
つ
い
て
は
あ
ら
か
じ
め
指
導
者
も
書
く
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
考
え
る
。
吹
き
出
し
を
書
く
に
し
ろ
、

考
え
を
書
く
に
し
ろ
、視
点
を
変
え
て
書
く
に
し
ろ
、

す
べ
て
で
あ
る
。指
導
者
が
前
も
っ
て
書
く
こ
と
で
、

書
か
せ
る
た
め
の
配
慮
事
項
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き

る
し
、
前
の
学
習
や
次
の
学
習
と
の
つ
な
が
り
を
見

つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
何
を

ど
う
活
用
さ
せ
、そ
れ
を
児
童
に
ど
う
意
識
（
自
覚
）

さ
せ
る
の
か
、「
活
用
型
」
の
学
習
を
進
め
る
上
で

大
切
な
こ
と
を
導
き
出
す
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
に

な
る
も
の
と
確
信
す
る
。

た
く
ぼ　

ゆ
た
か 

大
阪
市
立
北
中
道
小
学
校
長
。
国
語
教
育

探
究
の
会
会
員
。
授
業
が
う
ま
く
な
る
た
め
に
、
今
も
授
業
力

を
高
め
る
研
修
会
に
意
欲
的
に
参
加
し
て
い
る
。

●実践交流　小学国語 ─高学年─
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一　

は
じ
め
に

　

本
校
で
は
、
平
成
十
七
年
度
ま
で
総
合
的
な
学
習

の
時
間
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
そ
の
過
程

に
お
い
て
児
童
に
表
現
力
を
つ
け
る
こ
と
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
た
。
表
現
力
を
つ
け
る
に
は
、
全
て
の

教
科
に
つ
な
が
る
国
語
科
か
ら
と
考
え
た
。
そ
こ
で

平
成
十
八
年
度
よ
り
「
児
童
一
人
ひ
と
り
に
書
く
力

を
つ
け
る
」こ
と
を
目
指
し
て
研
究
を
続
け
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は

①
評
価
規
準
を
よ
り
明
確
に
設
定
し
た
。

②�

目
的
意
識
・
相
手
意
識
を
明
確
に
し
た
指
導
計
画

を
作
成
し
た
。

③�

「
学
年
系
統
表
」
か
ら
具
体
的
に
指
導
事
項
を
絞

り
込
み
、
つ
け
た
い
力
に
お
け
る
個
々
の
課
題
を

座
席
表
に
表
し
、
支
援
方
法
を
工
夫
し
た
。

④�

個
に
応
じ
た
支
援
方
法
を
工
夫
し
た
。（
ヒ
ン
ト

カ
ー
ド
・
ア
ド
バ
イ
ス
カ
ー
ド
）

⑤�

「
書
き
ま
し
ょ
タ
イ
ム
」
を
設
定
し
、
学
年
に
応

じ
て
「
書
く
」
技
能
や
語
彙
力
を
増
や
す
た
め
の

神
奈
川
県
秦
野
市
立
南
小
学
校 

大
野　

正
美

自
分
の
思
い
を
表
現
で
き
る
子
ど
も
を
め
ざ
し
て

〜
国
語
科
を
中
心
と
し
て
書
く
力
の
育
成
を
通
し
て
〜

実践
交流
小学国語
─全学年─

学習活動（予想される児童の反応） 指導上の留意点（○）と評価（◎）

１�心に残っている出来事をグループ
で話し合い、カードに書く。

　・１班　４月のこと
　・２班　５月のこと
　　　　　　⋮
　・８班　12・１月のこと

２�カードを元にグループの発表を行
い出来事を時間の順序に並べる。

３�一つ一つの出来事について思い出
したことを発表する。

４�次の時間は、自分の書き題材を決
めて、メモを作ることを伝える。

○���前時の発表を元に、グループで月
ごとに分担してカードに書くよう
にする。

○�少人数で考えることによって、意
見を出し易くし、集中して調べら
れるようにする。

○�行事だけでなく、他教科も含めて
勉強して初めてわかったことやで
きるようになったこともあげられ
るようにする。

○�グループの発表を聞きながら、全
体で出来事を時間の順に黒板に並
べ、思い出をまとめることができ
るようにする。

○�張り出されたカードを見て他のグ
ループからの付け加えがあれば、
教師がカードに書いて加えていく。

○�同じ内容のカードがあっても並べ
てはり、グループの話し合いを認
めるようにする。

○�カードを見ながら、その出来事に
ついて思い出したことを発表し、
いろいろなエピソードを引き出せ
るようにする。

◎�一年間を振り返って楽しかった出
来事を思い出そうとしている。

【感・意】［観察・発言］
　・�自分ではなかなか思い出せない

児童に対しては、友達の意見を
聞きながら自分も同じだと賛同
の意見や確認ができるようにす
る。

○�次の時間までに、二年生の思い出
として書きたい出来事を決められ
るようにする。

くわしく思い出して書こう「楽しかったよ２年生」
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ス
キ
ル
学
習
を
行
っ
た
。

⑥�
国
語
科
以
外
で
も
、「
書
く
」
機
会
を
増
や
す
よ

う
に
努
め
た
。

　

今
年
度
は
三
年
目
だ
が
、
研
究
を
進
め
て
い
く
中

で
、
確
か
な
手
応
え
と
し
て
見
え
て
き
た
取
り
組
み

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

二　
「
書
く
」た
め
の
工
夫
ー「
話
し
合
い
」

　

交
流
の
場
を
持
つ

　
「
書
く
」
こ
と
は
、
自
分
と
向
き
合
い
、
自
分
を

見
つ
め
て
、自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
活
動
で
あ
る
。

そ
の
た
め
「
書
く
」
活
動
で
は
、
課
題
を
見
つ
け
、

構
成
を
考
え
た
ら
各
自
が
ひ
た
す
ら
書
く
と
い
う
活

動
パ
タ
ー
ン
が
思
い
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど

う
書
い
て
い
け
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
児
童
に

と
っ
て
、
構
成
メ
モ
ま
で
で
き
た
と
し
て
も
、
す
ぐ

に
書
く
こ
と
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ

で
「
話
す
」・「
交
流
し
合
う
」
場
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
り
自
分
の
思
い
を
見
つ
め
、心
の
変
容
（
考
え
・

意
見
・
感
想
な
ど
）
に
気
づ
き
、
よ
り
的
確
に
表
現

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

《「
話
し
合
う
」
活
動
の
実
践
例
》
右
頁
に
詳
細

二
年��

く
わ
し
く
思
い
出
し
て
書
こ
う

　
「
楽
し
か
っ
た
よ
二
年
生
」（
14
時
間
扱
い
2
時
間
目
）

　

こ
こ
で
は
、
自
分
の
書
き
た
い
題
材
を
見
つ
け
る

た
め
に
話
し
合
う
活
動
を
行
っ
た
。
１
時
間
目
に
全

体
で
思
い
出
に
残
る
出
来
事
を
出
し
合
っ
た
。
2
時

間
目
に
は
グ
ル
ー
プ
で
分
担
し
て
細
か
い
出
来
事
を

出
し
合
い
、
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
元
に
全
体
で
付
け

足
す
こ
と
を
話
し
合
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
じ
っ
く
り

話
し
合
う
場
を
持
つ
こ
と
で
、
そ
の
時
の
出
来
事
を

よ
り
具
体
的
に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
じ
え
て
思
い
出

す
こ
と
が
で
き
た
。

三
年��

想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
書
こ
う

　
「
た
か
ら
物
を
さ
が
し
に
」
よ
り

　
（
10
時
間
扱
い
3
時
間
目
）

　

こ
こ
で
は
、「
書
き
出
し
」
の
パ
タ
ー
ン
を
広
げ

る
た
め
に
話
し
合
う
活
動
を
行
っ
た
。「
音
か
ら
」「
会

話
か
ら
」
な
ど
様
々
な
友
だ
ち
の
「
書
き
出
し
」
を

聞
い
た
り
自
分
の
「
書
き
出
し
」
に
つ
い
て
ア
ド
バ

イ
ス
を
も
ら
っ
た
り
し
た
。
こ
の
活
動
を
す
る
こ
と

で
、
自
分
の
「
書
き
出
し
」
を
見
直
し
、
よ
り
よ
い

も
の
を
書
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。

三　
「
書
き
ま
し
ょ
タ
イ
ム
」の
取
り
組
み

　

本
校
で
は
週
に
一
回
、
朝
の
十
分
間
を
「
書
き
ま

し
ょ
タ
イ
ム
」
と
し
て
い
る
。
学
年
の
工
夫
に
よ
っ

て
「
書
く
」
こ
と
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
と
と
も
に
楽
し

さ
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。

《
各
学
年
の
取
り
組
み
》

一
年　

語
彙
集
め

二
年　

日
記
・
聞
き
取
り
・
吹
き
出
し
な
ど

三
年　

絵
日
記
・
言
葉
の
ゲ
ー
ム
・
修
飾
語
探
し

四
年　

広
告
文
・
続
き
作
文
・
説
明
作
文
・
一
行
詩

　
　
　

言
葉
遊
び
な
ど

五
年　

四
こ
ま
マ
ン
ガ
・
連
想
ゲ
ー
ム
・
手
紙
作
文

　
　
　
「
○
か
×
か
、
な
ぜ
な
ら
…
」

六
年　

意
見
文
・
感
想
文

つ
く
し
級　

し
り
と
り
・
順
序
を
考
え
て
・
体
験
文5年生用のワークシート

四　

ま
と
め

　

本
校
で
は
新
学
習
指
導
要
領
を
意
識
し
て
、
今
年

度
は
国
語
科
以
外
の
教
科
で
も
「
書
く
」
活
動
を
取

り
入
れ
て
い
く
よ
う
に
し
た
。
他
教
科
に
お
い
て
も

児
童
は
抵
抗
を
感
じ
ず
に
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き

て
い
る
。
次
年
度
も
新
学
習
指
導
要
領
を
ふ
ま
え
て

さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

大
野　

正
美 

神
奈
川
県
秦
野
市
南
小
学
校
勤
務
。「
自
分
の

思
い
を
表
現
で
き
る
子
ど
も
」
を
め
ざ
し
て
実
践
研
究
を
続
け

て
い
る
。
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実践
交流
小学国語
─全学年─

一　
「
読
解
表
現
力
」を
高
め
る

　

基
本
的
に
、
学
習
内
容
は
読
ん
で
考
え
た
だ
け
で

は
自
分
の
知
識
や
経
験
と
し
て
定
着
し
な
い
た
め
、

読
解
す
る
過
程
で
生
ま
れ
出
た
自
分
の
考
え
を
表
現

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
章
の
意
味
を
読
み
と

る
こ
と
と
表
現
す
る
こ
と
と
は
、
ほ
ぼ
連
動
し
て
い

る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
二
つ
の
力
を

一
体
の
も
の
と
し
た
「
読
解
表
現
力
」
こ
そ
が
、
自

分
の
読
み
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に

求
め
ら
れ
る
力
だ
と
考
え
る
。

二�　
「
木
・
森
の
読
み
」を
取
り
入
れ
た
単

元
構
成

　

読
解
表
現
力
は
文
章
を
読
ん
で
自
分
の
考
え
を
表

現
す
る
こ
と
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
高
ま
る
。
そ
の

活
動
を
成
立
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
読
ん
で
表
現

す
る
こ
と
へ
の
意
欲
が
生
ま
れ
、
単
元
を
通
し
て
の

共
通
の
課
題
で
あ
る
「
読
み
の
め
あ
て
」
に
向
か
っ

て
常
に
思
考
が
連
続
し
て
い
く
活
動
内
容
で
あ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

　

ま
た
、「
読
み
の
め
あ
て
」
の
達
成
ま
で
の
自
分

自
身
の
到
達
度
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
学
習
内
容

の
ふ
り
返
り
を
活
動
の
節
目
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
学
習
し
て
き
た
内
容
を
一

つ
一
つ
ふ
り
返
っ
て
整
理
し
、
ま
た
学
習
し
て
は
整

理
す
る
と
い
っ
た
一
連
の
活
動
を
、
木
々
を
集
め
て

森
を
つ
く
る
こ
と
に
た
と
え
、「
木
の
読
み
」「
森
の

読
み
」
と
名
付
け
た
。

○
「
木
の
読
み
」

　
「
木
の
読
み
」
と
は
、「
読
み
の
め
あ
て
」
の
達
成

の
た
め
に
必
要
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
読
ん
で
表
現

し
て
い
く
一
単
位
時
間
の
活
動
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
「
木
の
読
み
」
に
お
い
て
、
自
他
の
読
み
を
大
切

に
す
る
学
習
ノ
ー
ト
の
積
極
的
な
工
夫
を
促
し
、
か

つ
学
習
ノ
ー
ト
の
活
用
が
苦
手
な
子
ど
も
へ
の
対
応

と
し
て
、
次
の
三
つ
の
項
目
に
つ
い
て
改
め
て
確
認

し
、
毎
時
間
心
が
け
る
よ
う
に
指
導
し
た
。

　

①�

自
分
の
読
み
と
そ
れ
が
も
と
づ
く
根
拠
を
本
文

中
か
ら
書
き
抜
く
場
を
つ
く
る
こ
と
。

　

②�

お
互
い
の
読
み
を
出
し
合
っ
た
後
、
友
達
の
読

み
を
書
き
込
む
場
を
つ
く
る
こ
と
。

　

③�

最
後
に
自
分
の
読
み
を
ま
と
め
、
は
じ
め
の
読

み
と
比
べ
る
こ
と
。

　

ま
た
、
学
習
ノ
ー
ト
を
活
用
し
て
い
く
上
で
の
モ

デ
ル
と
し
て
数
人
の
子
ど
も
の
学
習
ノ
ー
ト
を
提
示

し
、
ノ
ー
ト
を
工
夫
す
る
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か

み
や
す
く
し
た
。

○
「
森
の
読
み
」

　

単
元
全
体
に
お
け
る
現
時
点
で
の
学
習
内
容
を
整

理
す
る
「
森
の
読
み
」
に
つ
い
て
は
次
の
三
つ
の
活

動
で
構
成
し
て
い
る
。

　

①�

「
木
の
読
み
」
で
学
習
し
た
内
容
を
イ
メ
ー
ジ

マ
ッ
プ
で
整
理
す
る
こ
と
。

　

②�

整
理
し
た
こ
と
に
つ
い
て
交
流
し
、
ま
と
め
方

の
よ
さ
を
認
め
合
う
こ
と
。

　

③
次
時
の
学
習
活
動
を
確
認
す
る
こ
と
。

　

現
時
点
で
の
学
習
内
容
を
整
理
し
た
子
ど
も
た
ち

は
、次
の
新
し
い
「
木
の
読
み
」
へ
と
進
ん
で
い
く
。

そ
し
て
、「
森
の
読
み
」
で
整
理
し
た
内
容
は
「
木

「
読
解
表
現
力
」を
高
め
る
国
語
科
学
習
指
導

─「
木
の
読
み
」「
森
の
読
み
」を
取
り
入
れ
た
単
元
構
成
の
工
夫
を
通
し
て
─

福
岡
県
春
日
市
立
春
日
小
学
校 

阿
戸　

雄
樹

p20-21_実践交流.indd   20 09.3.9   0:02:40 PM



21

三�　

単
元「
人
物
の
生
き
方
を
考
え
よ
う
」

か
ら

　

題
名
読
み
や
冒
頭
読
み
を
も
と
に
し
て
「
太
一
の
成

長
に
つ
い
て
読
み
取
り
、
ク
エ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

よ
う
」
と
い
う
読
み
の
め
あ
て
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、

子
ど
も
た
ち
が
主
人
公
で
あ
る
太
一
を
視
点
と
し
て
物

語
を
追
っ
て
い
け
る
よ
う
に
、「
太
一
史
」
を
つ
く
り
、

起
き
た
出
来
事
・
登
場
人
物
と
の
か
か
わ
り
・
ク
エ
と

の
関
係
な
ど
、
成
長
し
て
い
く
太
一の
生
き
方
に
影
響
し

て
い
る
も
の
を
読
み
と
っ
て
い
く
よ
う
に
し
た
。
本
単
元

で
は
、こ
の「
太
一
史
」が
森
の
読
み
プ
リ
ン
ト
に
あ
た
る
。

深
め
る
段
階
の
単
元
計
画

①�
太
一
が
漁
師
に
な
り
た
い
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。

②
森
の
読
み

③�

与
吉
じ
い
さ
に
弟
子
入
り
し
た
太
一
が
教
わ
っ
た

こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
。

④�

与
吉
じ
い
さ
の
弟
子
に
な
っ
て
何
年
も
た
ち
、
太

一
が
ど
の
よ
う
に
成
長
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑤
森
の
読
み

⑥�

父
の
瀬
に
も
ぐ
る
太
一
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑦�

太
一
が
瀬
の
主
を
前
に
泣
き
そ
う
に
な
っ
て
い
る

理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。

⑧
森
の
読
み

⑨�

太
一
が
な
ぜ
ク
エ
を
「
お
と
う
」
と
呼
び
、
対
決

し
な
い
道
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
か
考
え
る
。

の
読
み
」
に
お
け
る
前
時
の
ふ
り
返
り
や
自
分
の
読

み
づ
く
り
な
ど
で
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

活
動
①
②
に
お
い
て
、
具
体
的
に
は
「
森
の
読
み
プ

リ
ン
ト
」
と
名
付
け
た
イ
メ
ー
ジ
マ
ッ
プ
の
プ
リ
ン

ト
を
活
用
し
、子
ど
も
た
ち
の
ノ
ー
ト
に
貼
ら
せ
た
。

　

単
元
は
読
み
の
め
あ
て
を
つ
く
る
「
見
通
す
」
段

階
、
め
あ
て
の
達
成
に
向
け
て
読
ん
で
表
現
す
る
活

動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
読
み
進
め
て
い
く「
深
め
る
」

段
階
、
学
習
し
た
内
容
や
読
み
方
を
他
の
活
動
に
発

展
さ
せ
て
い
く
「
広
げ
る
」
段
階
で
構
成
し
て
い
る

が
、
そ
の
中
の
「
深
め
る
」
段
階
に
「
木
の
読
み
」

と
「
森
の
読
み
」
を
交
互
に
仕
組
ん
で
い
く
こ
と
で
、

読
解
表
現
力
を
高
め
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
。

⑩�

村
一
番
の
漁
師
と
し
て
生
き
る
太
一
が
考
え
る

「
海
の
い
の
ち
」
と
は
何
か
考
え
る
。

⑪
森
の
読
み

　

子
ど
も
た
ち
は
、
冒
頭
で
漁
師
に
な
り
た
い
と

言
っ
て
い
る
太
一
が
「
村
一
番
の
漁
師
で
あ
り
続
け

た
」
と
い
う
物
語
の
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う

な
生
き
方
を
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
読
み
進
め
て

い
っ
た
。「
森
の
読
み
」
を
す
る
た
び
に
、
太
一
が

少
し
ず
つ
村
一
番
の
漁
師
に
近
づ
い
て
い
く
の
が
分

か
る
の
で
、
子
ど
も
た
ち
に
見
通
し
や
達
成
感
を
も

た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四　

お
わ
り
に

　

木
々
を
集
め
て
森
を
つ
く
り
、
子
ど
も
た
ち
が
全

体
を
と
ら
え
、
一
時
間
ご
と
の
活
動
の
意
味
や
つ
な

が
り
を
感
じ
な
が
ら
学
習
し
て
い
け
る
よ
う
な
授
業

づ
く
り
こ
そ
が
、子
ど
も
の
活
動
意
欲
を
引
き
出
し
、

読
解
表
現
力
を
高
め
る
も
と
に
な
る
と
考
え
、
実
践

し
て
き
た
。
系
統
性
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
低
学
年
か
ら

少
し
ず
つ
「
木
と
森
の
読
み
」
を
積
み
上
げ
て
い
け

ば
、
よ
り
弾
力
的
に
単
元
に
取
り
入
れ
て
い
け
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
今
後
も
多
く
の
実

践
を
積
み
重
ね
、
可
能
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

あ
ど　

ゆ
う
き 

子
ど
も
に
見
通
し
と
意
欲
を
も
た
せ
る
こ
と

が
主
体
的
に
読
ん
で
表
現
す
る
活
動
の
原
動
力
で
あ
る
と
考

え
、
実
践
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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２　

漢
字
指
導
の
具
体

　

漢
字
は
、

「
形
」
字
形
を
整
え
て
書
け
る
こ
と

「
音
」
読
め
る
こ
と

「
義
」
意
味
が
分
か
る
こ
と

こ
の
三
つ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く

ア
ク
セ
ス
よ
く
指
導
し
て
い

く
こ
と
で
、
漢
字
が
語
彙
と

し
て
文
脈
で
使
え
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
目
指
す
。

⑴　

授
業
で
は
何
を
ど
う
指
導
す
る
か

　

新
出
漢
字
で
は
、
そ
の
漢
字
を
整
え
て
書
く
た
め

の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
る
。（「
形
」）

①
漢
字
の
成
り
立
ち
を
三
種
類
で
と
ら
え
る
。

　

漢
字
の
形
は
大
き
く
分
け
て「
上
と
下
」「
右
と
左
」

「
内
と
外
」
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
下
の
よ
う
な
補

助
線
を
入
れ
て
漢
字
全
体
に
対
す
る
部
分
の
大
き
さ

に
着
目
さ
せ
、
漢
字
の
成
り
立
ち
の
違
い
を
理
解
さ

せ
る
。

実践
交流
小学書写
─中・高学年─

１　

漢
字
指
導
の
問
題
点

　

漢
字
指
導
は
、
単
一
の
漢
字
と
し
て
で
な
く
、
文

脈
の
中
で
漢
字
を
語
彙
と
し
て
使
え
る
よ
う
に
な

り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
言
語
感
覚
を
育
成
す
る
こ
と

が
目
標
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
漢
字
指
導

の
多
く
は
、
ド
リ
ル
に
の
っ
て
い
る
新
出
漢
字
の
形

を
模
倣
さ
せ
た
り
、
ド
リ
ル
に
あ
る
教
科
書
で
の
漢

字
の
使
わ
れ
方
を
何
回
も
模
倣
さ
せ
た
り
す
る
「
模

倣
指
導
」
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
模
倣
学
習
で
は
、
学
習
し
た
こ
と
に

対
す
る
応
用
や
発
展
が
な
い
。
単
元
末
の
テ
ス
ト
で

は
漢
字
が
書
け
て
も
、
漢
字
が
教
科
書
と
違
う
使
わ

れ
方
で
問
わ
れ
る
と
書
け
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、ド
リ
ル
中
心
の
「
模
倣
指
導
」
か
ら
、

子
ど
も
た
ち
が
ど
ん
な
漢
字
も
整
え
て
書
け
る
よ
う

に
な
り
、
積
極
的
に
文
脈
の
中
で
漢
字
を
つ
か
っ
て

い
く
よ
う
に
な
る
、
そ
ん
な
具
体
的
な
漢
字
指
導
を

紹
介
す
る
。

花
様
起

〈
上
と
下
〉

〈
左
と
右
〉

〈
内
と
外
〉

（
下
が
広
い
）

（
右
が
広
い
）
（
つ
か
ず
離
れ
ず
）

②
字
形
を
整
え
て
書
く
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
一
つ
お

さ
え
る
。（
以
下
、
資
料
１
参
照
）

　

例
え
ば
左
の
よ
う
な
し
ん
に
ょ
う
が
あ
る
漢
字

は
、
し
ん
に
ょ
う
の
上
に
の
っ
て
い
る
字
の
一
番
右

端
を
下
に
延
長
す
る
と
大
体
し
ん
に
ょ
う
の
最
底
辺

に
当
た
る
こ
と
を
お
さ
え
る
。

文
脈
の
中
で
使
え
る
た
め
の
活
用
型
漢
字
指
導

広
島
県
広
島
市
立
長
束
小
学
校 

長
谷
川　

み
ど
り（資料１）

形

音 義
使える

書ける

読める 意味がわかる
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子
ど
も
た
ち

が
つ
く
る
文
は

日
常
的
な
事
象

を
表
し
た
も
の

が
多
く
て
楽
し

い
。
漢
字
を
積
極
的
に
つ
か
お
う
と
す
る
き
っ
か
け

に
な
る
。
出
題
者
が
入
っ
て
い
る
こ
と
も
好
評
で
、

他
者
理
解
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

（資料４）
実際には、ここに児童名をいれる

⑷　

こ
れ
か
ら
の
漢
字
指
導

　

今
後
は
、「
読
む
こ
と
」
を
と
お
し
て
語
彙
感
覚

を
養
っ
て
い
く
た
め
の
具
体
的
な
方
法
を
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

は
せ
が
わ　

み
ど
り 

子
ど
も
た
ち
が
「
ち
ょ
っ
と
い
い
字
が

書
け
る
自
分
が
好
き
」
と
思
え
る
文
字
指
導
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　

残
り
の
四
行
で
、
語
彙
と
し
て
文
脈
で
漢
字
を
使

う
練
習
を
す
る
。（
資
料
１
二
行
目
〜
）

　

一
行
に
漢
字
が
三
つ
以
上
使
わ
れ
た
一
文
を
書

く
。
こ
と
わ
ざ
や
故
事
成
語
、
四
字
熟
語
で
も
か
ま

わ
な
い
。
国
語
辞
典
や
漢
字
辞
典
を
積
極
的
に
ひ
い

て
文
を
つ
く
る
。
同
じ
使
い
方
は
し
な
い
。
文
を
つ

く
る
こ
と
で
、
そ
の
漢
字
の
使
わ
れ
方
や
漢
字
の
意

味
を
理
解
し
て
い
く
。

　

漢
字
は
一
マ
ス
、
ひ
ら
が
な
は
半
マ
ス
で
書
く
。

日
常
的
に
は
漢
字
よ
り
ひ
ら
が
な
を
小
さ
く
書
く
習

慣
が
つ
く
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。

⑶　

授
業
で
は
ど
う
応
用
発
展
さ
せ
て
い
く
か

　

漢
字
の
様
々
な
使
い
方
に
慣
れ
る
た
め
、
漢
字
テ

ス
ト
を
繰
り
返
す
。

　

ロ
ー
マ
字
の
習
得
も
か
ね
た
漢
字
テ
ス
ト
づ
く
り

を
紹
介
す
る
。

①
フ
リ
ー
ソ
フ
ト
で
つ
く
っ
た
漢
字

シ
ー
ト
に
、
各
自
宿
題
で
つ
く
っ
た

文
を
ひ
ら
が
な
に
し
て
ロ
ー
マ
字
入

力
す
る
。（
資
料
２
）

②
教
師
は
、
教
師
用
シ
ー
ト
（
資
料

３
）
に
集
ま
っ
た
全
て
の
子
ど
も
た

ち
の
文
か
ら
問
題
を
選
び
、
漢
字
テ
ス
ト
の
枠
に
名

前
入
り
で
は
り
付
け
て
漢
字
テ
ス
ト
を
作
る
。（
資

料
４
）

　

漢
字
テ
ス
ト
は
答
え
合
わ
せ
に
重
点
を
お
き
、
漢

字
の
い
ろ
い
ろ
な
使
わ
れ
方
を
理
解
さ
せ
る
。

③
音
読
み
、
訓
読
み
を
同
時
に
教
え
る
。（「
音
」）

　

新
出
漢
字
は
教
科
書
単
元
に
関
係
な
く
一
気
に
教

え
て
い
く
。
宿
題
で
文
づ
く
り
を
す
る
た
め
に
、
音

読
み
と
訓
読
み
を
同
時
に
教
え
る
。

　

①
や
②
の
ポ
イ
ン
ト
が
知
識
と
し
て
あ
る
と
、
新

出
漢
字
に
補
助
線
を
入
れ
て
字
の
成
り
立
ち
を
確
認

し
た
り
、ポ
イ
ン
ト
の
部
分
に
○
を
入
れ
た
り
し
て
、

漢
字
を
見
る
力
が
つ
い
て
く
る
。漢
字
の
学
習
で
は
、

一
つ
の
漢
字
を
学
習
す
る
こ
と
が
他
の
漢
字
を
書
く

こ
と
に
応
用
発
展
で
き
る
よ
う
な
漢
字
と
の
出
会
い

を
さ
せ
た
い
。

⑵　

宿
題
で
は
何
を
ど
う
書
か
せ
る
か
（「
義
」）

　

宿
題
で
は
、
字
形
を
整
え
て
書
け
る
よ
う
に
な
る

こ
と
と
、
漢
字
を
文
脈
で
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め

の
練
習
を
す
る
。（
資
料
１
一
行
目
）

　

漢
字
ノ
ー
ト
は
学
年
が
上
が
っ
て
も
五
十
マ
ス
を

つ
か
う
。
一
つ
の
漢
字
に
対
し
て
一
ペ
ー
ジ
を
割
り

当
て
、
一
年
間
と
お
し
て
練
習
す
る
。

①
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
字
形
を
練
習
す
る
。

　

新
出
漢
字
を
習
っ
た
日
は
、
一
行
目
に
授
業
で
お

さ
え
た
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
つ
け
て
八
つ
練
習
し
て
く

る
。
評
価
は
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
お
さ
え
て
書
い
て

い
る
か
の
み
で
あ
る
。お
さ
え
て
書
い
て
い
た
ら
○
、

い
く
ら
丁
寧
に
書
い
て
い
て
も
お
さ
え
て
い
な
か
っ

た
ら
、
×
で
あ
る
。
必
ず
、
指
導
し
た
内
容
に
対
す

る
評
価
を
す
る
。

②
漢
字
を
使
っ
て
文
を
作
る
。（「
音
」「
義
」）

●実践交流　小学書写 ─中・高学年─
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（資料３）
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東
京
都
立
両
国
高
等
学
校
附
属
中
学
校 

渡
辺　

雅
美

論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
向
上
を
図
る
指
導
法
の
工
夫

〜
文
学
的
文
章
・
説
明
的
文
章
を
題
材
に
し
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
取
り
組
み
を
通
し
て
〜

は
じ
め
に

　

本
校
は
、
都
立
高
校
改
革
推
進
計
画
に
お
い
て
、

併
設
型
中
高
一
貫
教
育
校
と
し
て
平
成
18
年
４
月
に

開
校
し
た
。
開
校
に
あ
た
り
、
論
理
的
に
思
考
し
適

切
に
表
現
す
る
上
で
国
語
力
は
必
要
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
に
立
脚
し
、「
国
語
力
の
向
上
」
を
最
優
先

課
題
と
し
て
掲
げ
た
。

　

国
語
力
の
中
で
も
「
論
理
的
に
考
え
て
話
す
こ

と
・
聞
く
こ
と
」「
論
理
的
な
文
章
を
書
く
こ
と
」

は
現
行
学
習
指
導
要
領
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
21
年

度
よ
り
施
行
の
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
よ
り
大
き

く
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
日
本

人
が
国
際
社
会
に
進
出
し
て
い
く
上
で
、
そ
れ
だ
け

「
論
理
的
に
話
す
・
聞
く
」
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
取
り
組
み
は
そ
の
意
味

で
先
進
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
指
導
計
画
と
実
践

【
指
導
の
ね
ら
い
】

１
．
論
理
的
思
考
力
・
表
現
力
の
向
上

２
．
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
の
向
上

３�

．
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
能
力
の
育
成

【
全
体
指
導
計
画
と
留
意
点
】

１�

．
中
学
校
課
程
３
年
間
で
８
か
月
毎
に
４
回
実
施

す
る
。（『
話
す
・
聞
く
』
領
域
年
間
指
導
総
時
間

数
18
時
間
の
う
ち
４
時
間
程
度
を
１
回
の
デ
ィ

ベ
ー
ト
授
業
に
充
て
る
。）

２�
．
公
教
育
・
教
科
の
特
性
か
ら
、
中
学
１
・
２
年

生
で
社
会
問
題
を
扱
う
こ
と
は
避
け
、
教
科
書
学

習
材
の
文
学
的
文
章
及
び
説
明
的
文
章
に
論
題
を

求
め
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
と
い
う
形
式
を
と
る
。

３�

．
指
導
の
ね
ら
い
や
学
習
材
に
応
じ
て
、
教
科
横

断
的
な
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
う
。（
例
．
反
駁
部
分

英
語
）

４�

．
生
活
班
対
抗
で
討
論
で
き
る
よ
う
に
オ
リ
ジ
ナ

ル
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
（
形
式
）
を
用
い
る
。

　

�

肯
定
側
立
論
（
３
分
）
→
否
定
側
立
論
（
３
分
）

→
否
定
側
反
駁
（
２
分
）
→
肯
定
側
反
駁
（
２
分
）

→
否
定
側
最
終
弁
論
（
３
分
）
→
肯
定
側
最
終
弁

論
（
３
分
）
各
回
作
戦
タ
イ
ム
有
り

５�

．
各
単
元
10
時
間
設
定
で
６
時
間
を
読
解
指
導
に
、

４
時
間
を
デ
ィ
ベ
ー
ト
準
備
と
発
表
に
充
当
。

６�

．
当
該
教
材
か
ら
論
題
を
３
つ
、
生
徒
に
設
定
さ

せ
、
そ
れ
ぞ
れ
肯
定
側
否
定
側
（
是
非
）
を
各
班

毎
に
選
択
し
、
生
活
班
６
班
で
対
戦
し
、
必
ず
全

員
が
発
表
す
る
。

７�

．
二
〇
〇
字
〜
二
〇
〇
〇
字
の
課
題
作
文
を
書
く

練
習
を
、
１
年
次
か
ら
計
画
的
に
行
い
、
発
表
原

稿
と
し
て
四
〇
〇
字
が
１
分
程
度
と
体
得
さ
せ
て

お
く
。

８�

．
言
語
活
動
は
必
ず
ビ
デ
オ
で
記
録
し
、
評
価
や

授
業
改
善
に
用
い
る
。
生
徒
も
成
果
と
課
題
を
確

認
す
る
。

【
指
導
の
実
際
】

　

読
解
後
、
生
徒
は
立
場
や
担
当
の
確
認
が
済
む
と

す
ぐ
に
準
備
に
入
る
。
事
前
に
作
品
自
体
は
丹
念
に

読
ん
で
い
る
が
、
論
拠
を
他
の
作
品
や
作
家
論
に
求

め
る
場
合
が
多
い
の
で
、
書
籍
・
ネ
ッ
ト
等
を
用
い

実践
交流
中学国語
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英
語
科
と
の
合
併
検
証
授
業
で
、
反
駁
は
英
語
で
、

論
拠
も
作
家
論
や
「
熱
海
事
件
」
に
求
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

�

論
題
Ａ
：
メ
ロ
ス
は
真
の
勇
者
で
あ
る
／
論
題

Ｂ
：
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
重
要
な
人
物
で
あ
る

／
論
題
Ｃ
：
作
者
は
デ
ィ
オ
ニ
ス
王
に
自
身
を
投

影
し
て
い
る

　

２
年
生
10
月
に
は
魯
迅
の
『
故
郷
』
を
テ
ー
マ
に

し
た
デ
ィ
ベ
ー
ト
を
行
っ
た
。
生
徒
の
中
に
は
『
狂

人
日
記
』
を
丹
念
に
読
み
「
ま
だ
、
人
を
食
っ
た
事

の
な
い
子
ど
も
な
ら
あ
る
い
は
救
え
る
か
も
知
れ

ぬ
。
子
ど
も
を
救
え
。」
と
、「
魯
迅
の
示
す
希
望
と

対
極
に
あ
る
希
望
」
を
堂
々
と
論
じ
た
。

　
�

論
題
Ａ
：
宏
児
と
水
生
は
、
迅
と
閏
土
と
同
じ
道

を
歩
む
／
論
題
Ｂ
：
灰
の
中
に
椀
や
皿
を
埋
め
た

の
は
閏
土
で
あ
る
／
論
題
Ｃ
：
希
望
と
は
も
と
も

と
あ
る
も
の
と
言
え
る

　

４
回
目
は
中
学
３
年
の
６
月
に
、
鷲
田
清
一
の
評

論
文
を
も
と
に
、初
め
て
社
会
的
な
論
題
を
扱
っ
た
。

視
聴
覚
機
器
も
許
可
し
た
の
で
、
正
統
派
デ
ィ
ベ
ー

ト
で
は
な
い
と
は
い
え
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
大
変
興
味
深
い
対
戦
と
な
っ
た
。

『
寂
し
い
時
代
と
聴
く
力
』（
鷲
田
清
一
）
よ
り

　

�

論
題
Ａ
：
現
代
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
で
あ
る
の

は
話
す
こ
と
で
あ
る
か
聴
く
こ
と
で
あ
る
か
／
論

て
調
べ
学
習
後
原
稿
を
書
く
。
原
稿
を
何
度
も
書
き

直
し
、
矛
盾
点
が
な
い
か
確
認
し
、
デ
ー
タ
を
そ
ろ

え
て
相
手
側
の
反
駁
に
備
え
る
。
ま
た
、
提
示
資
料

や
フ
ラ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
も
競
技
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
は
使

用
で
き
な
い
が
、授
業
で
は
毎
回
作
成
を
許
可
し
た
。

こ
れ
ら
の
作
業
は
、ほ
と
ん
ど
家
庭
学
習
や
放
課
後
、

早
朝
な
ど
に
行
い
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
本

番
と
な
る
。

　

ジ
ャ
ッ
ジ
は
評
価
カ
ー
ド
を
用
い
、
内
容
と
表
現

力
を
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
で
つ
け
30
点
満
点
に
し

て
、公
平
に
行
う
。フ
ロ
ア
の
ジ
ャ
ッ
ジ
は
評
価
カ
ー

ド
に
従
っ
て
、
肯
定
側
が
高
得
点
で
あ
れ
ば
青
い

カ
ー
ド
を
否
定
側
が
高
得
点
で
あ
れ
ば
赤
い
カ
ー
ド

を
あ
げ
る
。

　

１
年
生
の
６
月
に
行
っ
た『
少
年
の
日
の
思
い
出
』

（
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
）
は
、
初
め
て
の
デ
ィ
ベ
ー

ト
で
、
原
稿
は
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
た
が
、
論
拠
の

範
囲
は
教
科
書
内
に
と
ど
ま
り
、
下
を
向
い
て
原
稿

を
読
ん
で
い
る
の
が
見
て
取
れ
る
。

　

�

論
題
Ａ
：
主
人
公
に
と
っ
て
「
少
年
の
日
の
思
い

出
」
は
あ
っ
た
方
が
よ
い
・
よ
く
な
い
／
論
題

Ｂ
：
エ
ー
ミ
ー
ル
は
模
範
少
年
で
あ
る
・
な
い
／

論
題
Ｃ
：
最
後
に
主
人
公
が
蝶
を
つ
ぶ
し
た
の
は

事
件
を
忘
れ
る
た
め
で
あ
る
・
な
い

　

１
年
生
の
３
月
に
は
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』『
Ｒ
Ｕ
Ｎ

　

Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
Ｔ
Ｈ　

Ｒ
Ｕ
Ｎ
』（
太
宰
治
）で
行
っ
た
。

題
Ｂ
：
小
中
学
生
の
恋
愛
は
必
要
で
あ
る
／
論
題

Ｃ
：
小
中
学
生
の
携
帯
電
話
所
持
は
必
要
で
あ
る

成
果

　

デ
ィ
ベ
ー
ト
授
業
を
行
っ
た
こ
と
で
、
文
学
的
文

章
の
主
題
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
・
客
観
的
事
実
に
基
づ
い

た
論
拠
の
有
効
性
の
認
識
・
論
理
的
思
考
力
や
表
現

力
の
育
成
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
育
成
・

他
者
の
意
見
を
受
容
・
考
え
方
の
多
様
性
を
認
識
す

る
た
め
に
大
き
な
有
効
性
が
認
め
ら
れ
た
。
生
徒
は

高
い
意
欲
を
保
持
し
、
基
礎
学
力
・
論
理
的
思
考

力
・
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
飛
躍
的
に
向
上

し
た
。
デ
ィ
ベ
ー
ト
で
毎
回
生
徒
に
大
切
に
す
る
よ

う
に
言
っ
て
き
た
こ
と
は
「
論
拠
の
あ
る
内
容
」
と

「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
」
で
あ
り
、
い
つ

も
準
備
期
間
は
僅
か
だ
が
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費

や
す
。
生
徒
は
立
論
を
構
築
す
る
た
め
に
百
種
類
以

上
の
書
籍
や
デ
ー
タ
に
あ
た
り
、
再
構
築
に
一
万
字

以
上
の
文
章
を
苦
し
ん
で
書
い
た
。
そ
し
て
、
プ
ラ

ン
と
し
て
美
し
い
文
章
を
構
築
で
き
た
と
き
、
生
徒

自
身
も
立
論
（
プ
ラ
ン
）
の
構
築
が
、
自
分
自
身
の

将
来
の
夢
の
構
築
で
あ
る
と
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

わ
た
な
べ　

ま
さ
み　

昭
和
61
年
よ
り
東
京
都
公
立
中
学
校
に

勤
務
。
平
成
６
年
度
よ
り
文
学
教
材
に
論
題
を
求
め
た
教
室

デ
ィ
ベ
ー
ト
に
取
り
組
む
。
平
成
17
年
都
立
中
高
一
貫
校
開
設

準
備
室
勤
務
と
な
り
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
に
携
わ
り
、
平
成
18

年
開
校
後
一
期
生
の
担
任
と
し
て
国
語
指
導
に
あ
た
る
。
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千
葉
県
千
葉
市
立
さ
つ
き
が
丘
中
学
校 

飯
田　

良

「
歌
が
伝
え
る
日
本
の
心
」

〜
歌
に
描
か
れ
た
心
と
美
し
い
言
葉
〜

一　

童
謡
・
唱
歌
を
学
習
材
に
し
た
単
元

１　

単
元
の
ね
ら
い

　

歌
い
継
が
れ
て
き
た
童
謡
・
唱
歌
・
流
行
歌
を
学

習
材
と
し
て
、
日
本
人
が
持
ち
続
け
て
き
た
感
性
の

豊
か
さ
や
鋭
さ
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
単

元
を
企
画
し
た
。
歌
詞
に
描
か
れ
た
言
葉
を
分
析
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
歌
全
体
に
込
め
ら
れ
た
思
い
を

想
像
さ
せ
る
学
習
で
あ
る
。

２　

単
元
の
目
標

①　

�

歌
い
継
が
れ
て
い
る
歌
詞
を
通
し
て
、
日
本
人

の
も
つ
感
性
の
豊
か
さ
や
鋭
さ
を
捉
え
よ
う
と

し
て
い
る
。（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

②　

�

歌
詞
に
現
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を

理
解
し
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広

く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
読
む
）

③　

�

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
の
学
習
を
重
ね
る
こ
と

を
通
し
て
、
相
手
の
考
え
を
尊
重
し
つ
つ
、
自

分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
め
た
り
深
め

た
り
で
き
る
。（
話
す
・
聞
く
）

④　

�

事
象
や
行
為
な
ど
を
表
す
多
様
な
語
句
に
つ
い

て
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
歌
詞
の
中
の
語

彙
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
。（
言
語
事
項
）

　

こ
こ
で
は
、
第
七
〇
回
国
語
教
育
全
国
大
会
（
平

成
一
九
年
八
月
五
日
、
日
比
谷
公
会
堂
）
に
お
け
る

提
案
授
業
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

３　

学
習
の
実
際
（
４
時
間
扱
い
）

①�　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
。
童
謡
・
唱
歌
・
流
行

歌
を
読
み
直
す
。
季
節
を
表
す
言
葉
を
見
つ
け
出

し
、
そ
の
事
象
を
捉
え
つ
つ
、
ど
ん
な
思
い
が
描

か
れ
て
い
る
か
を
考
え
る
。〈
１
時
間
〉

　

�　

一
斉
授
業
で
「
栄
冠
は
君
に
輝
く
」（
加
賀
大

介
作
詞
・
古
関
裕
而
作
曲
）
の
歌
詞
の
鑑
賞
を
行

う
。
Ⅰ
具
体
的
に
季
節
を
表
す
言
葉
、
Ⅱ
五
感
を

通
し
て
事
象
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
視
点
、
Ⅲ
作

者
の
秘
め
ら
れ
た
思
い
に
つ
い
て
確
認
し
、
歌
詞

を
ど
う
読
め
ば
よ
い
か
共
通
理
解
し
た
。
次
に
、

誕
生
月
を
基
準
に
季
節
ご
と
に
三
〜
四
人
単
位
の

グ
ル
ー
プ
を
編
成
し
、
小
集
団
学
習
を
始
め
た
。

教
師
が
選
ん
だ
童
謡
・
唱
歌
を
三
曲
ず
つ
与
え
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
事
象
や
思
い
を
捉
え
る
学
習
を

し
た
。
さ
ら
に
宿
題
と
し
て
、
家
族
に
「
心
に
残

る
季
節
の
歌
」
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
歌

詞
を
書
き
留
め
さ
せ
た
。

②�　

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
調
査
・
考
察
し
、「
季
節
を

代
表
す
る
曲
」
の
発
表
準
備
を
す
る
。〈
２
時
間
〉

　

�　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
内
容
を
紹
介
し
合
っ
た

後
、
様
々
な
歌
の
中
か
ら
、「
季
節
を
代
表
す
る

一
曲
」
を
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
決
定
し
た
。
歌
詞
に

注
目
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
語
り
合
い
つ
つ
、

歌
詞
を
吟
味
し
な
が
ら
季
節
を
実
感
さ
せ
る
お
薦

め
の
曲
を
選
択
し
て
い
っ
た
。

　

�　

モ
デ
ル
と
し
て
、
教
師
が
「
故
郷
」（
高
野
辰

之
作
詞
・
岡
野
貞
一
作
曲
）
を
題
材
に
発
表
の
例

を
示
し
た
。
大
ま
か
な
流
れ
と
し
て
、
Ⅰ
簡
潔
に

歌
の
魅
力
を
紹
介
す
る
、
Ⅱ
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
紹
介

す
る
、
Ⅲ
注
目
し
た
言
葉
や
表
現
を
紹
介
す
る
、

Ⅳ
そ
の
歌
の
魅
力
を
具
体
的
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

い
う
方
法
を
提
示
し
た
。「
２
分
間
で
ま
と
ま
り

の
あ
る
発
表
を
し
よ
う
」
を
合
い
言
葉
に
グ
ル
ー
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て
、「
日
本
人
は
ど
ん
な
も
の
（
思
い
）
を
歌
い

継
い
で
き
た
の
か
」
を
み
ん
な
で
考
え
発
表
し

合
っ
た
。

二　

�

音
楽
科
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

そ
の
授
業
を
受
け
て
、平
成
二
〇
年
八
月
二
七
日
、

千
葉
市
の
中
学
校
音
楽
科
の
先
生
方
を
対
象
に
し
た

講
座
「
日
本
の
唱
歌
に
用
い
ら
れ
た
美
し
い
言
葉
」

の
講
師
を
務
め
た
実
践
を
紹
介
す
る
。

１�　

講
義
…
…
新
学
習

指
導
要
領
に
見
る
国

語
科
と
音
楽
科
の
共

通
点
（
中
学
校
音
楽

科
の
目
標
か
ら
）

①�　

言
語
力
の
育
成
・

活
用
の
重
視

�

・　

�

鑑
賞
で
、
根
拠
を

も
っ
て
自
分
な
り

に
批
評
す
る
な
ど

の
活
動
を
追
加

�
・　

�

生
徒
が
自
己
の
イ

メ
ー
ジ
や
思
い
を

伝
え
合
っ
た
り
、

他
者
の
意
図
に
共

感
し
た
り
す
る
こ

と

②　

伝
統
や
文
化
に
関

プ
ご
と
に
シ
ナ
リ
オ
を
作
り
、
発
表
に
向
け
て
練

習
を
し
た
。

③�　

グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
す
る
。
互
い
に
気
づ
い
た

こ
と
、
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
交
流
す
る
こ
と
を
通

し
て
日
本
人
の
心
に
迫
る
。〈
１
時
間
〉

　

�　

十
二
の
グ
ル
ー
プ
発
表
の
後
、
自
分
の
選
ん
だ

歌
と
比
較
し
て
、
そ
の
共
通
性
や
違
い
、
変
化
し

て
き
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
感
じ
た
こ
と
を
自
由

に
発
表
し
た
。
さ
ら
に
、
本
単
元
の
ま
と
め
と
し

す
る
教
育
の
充
実

〈
歌
唱
教
材
に
つ
い
て
〉

�

・　

�

我
が
国
で
長
く
歌
わ
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
歌
曲

の
う
ち
、
自
然
や
自
然
の
美
し
さ
を
感
じ
取
れ

る
も
の
又
は
我
が
国
の
文
化
や
日
本
語
の
も
つ

美
し
さ
を
味
わ
え
る
も
の
を
取
り
扱
う
。

�

・　

�

以
下
の
共
通
教
材
の
中
か
ら
各
学
年
ご
と
に
一

曲
以
上
を
含
め
る
こ
と
。「
赤
と
ん
ぼ
」「
荒
城

の
月
」「
早
春
賦
」「
夏
の
思
い
出
」「
花
」「
花

の
街
」「
浜
辺
の
歌
」（
以
上
七
曲
）

２　

歌
詞
の
鑑
賞
の
し
か
た
を
知
る

　
「
栄
冠
は
君
に
輝
く
」、「
故
郷
」、「
夏
は
来
ぬ
」

３　

各
自
が
共
通
教
材
か
ら
一
曲
選
び
鑑
賞
す
る

４　

グ
ル
ー
プ
で
交
流
し
、
さ
ら
に
鑑
賞
す
る

５　

発
表
会
、
講
師
に
よ
る
解
説

　

音
楽
科
の
先
生
方
が
日
本
語
の
美
し
さ
を
学
び
、

歌
を
よ
り
理
解
す
る
こ
と
で
、
指
導
法
が
高
ま
り
生

徒
の
表
現
も
深
ま
る
に
違
い
な
い
。
国
語
科
と
音
楽

科
が
連
携
す
る
こ
と
で
、
心
を
育
て
る
有
効
な
学
習

が
展
開
で
き
る
と
考
え
る
。
い
い
歌
が
人
を
癒
し
心

を
豊
か
に
す
る
こ
と
を
改
め
て
見
直
し
た
い
。

い
い
だ　

ま
こ
と　

い
つ
見
て
も
、
い
い
男
、
○だ 

ま
っ
て
い
て

も
、
ま
あ
素
敵
、
こ
ま
っ
ち
ゃ
う
、
と
に
か
く
魅
力
の
飯
田
良

で
す
。
ま
ず
は
授
業
を
楽
し
ん
で
ま
す
。
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１　

解
釈
の
悲
劇
と「
熟
考
・
評
価
」

　

前
回
は
、
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
の
５
つ
の
ア
ス
ペ
ク

ト
の
う
ち
、「
幅
広
い
一
般
的
な
理
解
の
形
成
」
を

取
り
上
げ
た
。
こ
れ
と「
解
釈
の
展
開
」を「
解
釈
」、

「
テ
キ
ス
ト
の
内
容
の
熟
考
・
評
価
」
と
「
テ
キ
ス

ト
の
形
式
の
熟
考
・
評
価
」
を
「
熟
考
・
評
価
」
と

ま
と
め
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
今
回
は
「
熟
考
・
評

価
」
を
育
て
る
読
書
指
導
を
取
り
上
げ
る
。

　

ポ
イ
ン
ト
は
、「
解
釈
」
は
「
基
本
的
に
テ
キ
ス

ト
内
部
の
情
報
を
利
用
」し
、「
熟
考
・
評
価
」は「
外

部
の
知
識
を
引
き
出
す
」
こ
と
に
あ
る
。「
外
部
」

と
い
う
の
は
、
テ
キ
ス
ト
の
内
部
に
な
い
こ
と
、
す

な
わ
ち
、
読
者
が
持
っ
て
い
る
知
識
や
価
値
観
で
あ

る
。
私
は
解
釈
の
悲
劇
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
従

来
我
が
国
の
国
語
科
教
育
で
解
釈
と
呼
ん
で
き
た
の

は
、
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
で
は
む
し
ろ
自
分
な
り
の
考
え
を
含

ん
だ
「
熟
考
・
評
価
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

そ
の
こ
と
が
混
乱
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
熟
考
・
評
価
」
は
、
自
分
の
知
識
や
価
値
観
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
、
テ
キ
ス
ト
が
ど
う
で
あ
る
か
を
評

価
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
従
来
の
国
語
科
で
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
自
由
に
考
え
て
よ
い
こ
と
と
し
、
テ
ス
ト
し

な
か
っ
た
り
、
逆
に
何
で
も
正
解
に
し
て
し
ま
っ
た

り
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
。
個
人

の
自
由
な
考
え
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
要

求
や
条
件
に
従
っ
て
ど
の
よ
う
に
述
べ
た
ら
よ
い
か

を
国
語
科
で
扱
う
べ
き
だ
っ
た
。
今
回
は
、「
熟
考
・

評
価
」
を
行
わ
せ
て
自
分
の
考
え
を
適
切
な
形
で
述

べ
さ
せ
て
い
る
二
つ
の
読
書
指
導
を
紹
介
す
る
。

２　
「
熟
考
・
評
価
」を
育
て
る
二
つ
の
方
向

「
熟
考
・
評
価
」
と
は
何
か
、
ま
ず
は
三
省
堂
中
学

校
国
語
科
教
科
書
『
現
代
の
国
語
３
』
掲
載
の
教
材

「
平
和
を
築
く
」
を
も
と
に
説
明
す
る
。
こ
の
教
材

で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
筆
者
と
写
真
記
者

が
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
難
民
キ
ャ
ン
プ
を
取
材
し
、
過
酷

な
状
況
下
で
人
間
ら
し
い
心
を
持
っ
た
二
人
の
少
女

に
遭
遇
し
、
平
和
は
こ
の
よ
う
な
人
間
ら
し
い
心
を

十
分
に
発
揮
さ
せ
る
社
会
を
築
く
こ
と
で
あ
る
と
主

張
す
る
。
平
成
一
八
年
版
で
は
、
国
連
難
民
高
等
弁

務
官
事
務
所
提
供
の
資
料
か
ら
難
民
数
の
増
加
を
示

す
グ
ラ
フ
も
掲
載
し
て
い
る
。
グ
ラ
フ
と
合
わ
せ
て

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
筆
者
の
よ
う
に
平
和
を

願
う
だ
け
で
は
、
難
民
数
を
減
ら
す
こ
と
は
無
理
だ

と
い
う
現
実
が
見
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
以
前
な
ら

生
徒
は
筆
者
の
考
え
を
テ
キ
ス
ト
か
ら
「
解
釈
」
し

た
と
こ
ろ
で
読
み
は
終
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
グ
ラ
フ
と
い
う
外
部
の
知
識
が
あ
れ

ば
、
筆
者
の
考
え
が
よ
い
の
か
ど
う
か
を
、「
熟
考
・

評
価
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
熟
考
・
評
価
」
を
育
て
る
読
書
指

導
で
は
、「
外
部
の
知
識
を
引
き
出
す
」
や
り
方
を
、

生
徒
に
示
せ
ば
よ
い
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ

る
。
一
つ
は
、「
平
和
を
築
く
」
の
よ
う
に
、
他
の

材
料
を
提
供
し
て
、
生
徒
の
持
つ
べ
き
「
外
部
の
知

識
」
を
充
実
さ
せ
る
方
向
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、

生
徒
の
既
有
の
知
識
・
価
値
観
を
「
意
識
化
」
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
大
事
な
こ
と
は
、

そ
の
知
識
・
価
値
観
に
基
づ
い
て
自
分
の
意
見
を
述

べ
る
こ
と
を
、
要
求
や
条
件
に
応
じ
て
適
切
に
行
わ

せ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
で
も
正
解
で
は
な
く
、
ど
の

よ
う
な
述
べ
方
を
す
れ
ば
よ
い
か
ま
で
を
、
教
師
が

し
っ
か
り
と
見
届
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

「
熟
考
・
評
価
」
を
育
て
る
読
書
指
導
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潟
大
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（『
現
代
の
国
語
3　

学
習
指
導
書　

資
料
編
活
用
の

た
め
に
』
の
一
八
〇
〜
一
八
三
頁
参
照
。）

　

リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・
サ
ー
ク
ル
で
は
、
三
人
〜
五
人

の
少
人
数
グ
ル
ー
プ
で
同
じ
本
を
読
む
。
何
章
か
に

区
切
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
本
を
読
ん
で
く
る
の
だ

が
、
別
々
の
読
み
方
を
担
当
し
て
く
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。「
コ
ネ
ク
タ
ー
」
は
、
本
を
読
み
な
が
ら

思
い
出
し
た
こ
と
を
メ
モ
し
て
く
る
。「
あ
あ
、
私

に
も
昨
年
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
な
。」「
あ
れ
、

こ
れ
は
、
前
に
○
○
の
本
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か

ら
、
知
っ
て
い
る
。」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
れ

を
次
に
グ
ル
ー
プ
で
集
ま
っ
た
時
に
、
上
手
に
表
現

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
や
っ
て
、
グ
ル
ー
プ

で
役
割
を
変
え
な
が
ら
一
冊
の
本
を
読
み
切
る
。
つ

ま
り
、
意
識
化
し
た
自
分
の
知
識
を
、
グ
ル
ー
プ
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
形
で
述
べ
る
と
こ
ろ
ま
で
が
保
証

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

５　

お
わ
り
に

　

以
上
、
今
回
は
、
本
を
読
み
な
が
ら
、「
外
部
の

知
識
」
を
充
実
さ
せ
た
り
、
既
有
る
知
識
を
「
意
識

化
」
さ
せ
た
り
し
、
立
ち
上
げ
た
自
分
の
考
え
を
適

切
な
形
に
表
現
さ
せ
る
こ
と
で
、「
熟
考
・
評
価
」

を
育
て
る
読
書
指
導
を
紹
介
し
た
。

あ
だ
ち
　
さ
ち
こ　

新
潟
大
学
教
育
学
部
准
教
授
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ

Ａ
２
０
０
９
読
解
リ
テ
ラ
シ
ー
国
際
専
門
委
員
会
委
員
。
読

書
の
指
導
法
、
評
価
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

　

シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
方
は
、
て
び
き
で
、「
自
伝
の

こ
の
こ
と
を
省
い
て
あ
る
、
な
ぜ
だ
ろ
う
。
子
ど
も

へ
の
読
み
物
と
し
て
の
配
慮
で
あ
ろ
う
か
。」「
こ
こ

は
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
資
料
に
よ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
、
想
像
だ
ろ
う
か
。」
な
ど
、
他
の
材

料
か
ら
自
分
の
知
識
を
充
実
さ
せ
る
ポ
イ
ン
ト
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
ト
を
話
し

合
っ
た
後
、
自
伝
と
比
較
し
て
他
の
伝
記
を
批
評
す

る
文
章
を
書
く
の
で
あ
る
。

　

ど
ち
ら
の
場
合
も
自
分
の
考
え
を
立
ち
上
げ
、
適

切
な
形
で
表
現
す
る
と
こ
ろ
ま
で
を
指
導
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
生
徒
同
士
話
し
合
う

場
を
設
定
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
ブ
ッ
ク

ト
ー
ク
の
聞
き
手
な
ど
、
本
を
読
ん
で
い
な
い
生
徒

で
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
で
も
よ
し
と
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
同
じ
本
を
読
ん
だ
生
徒
同

士
で
、
考
え
を
表
明
し
あ
い
、
す
り
合
わ
せ
る
と
い

う
こ
と
を
行
い
、
自
分
の
考
え
を
適
切
な
形
で
述
べ

る
こ
と
ま
で
指
導
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

４　

既
有
知
識
を「
意
識
化
」さ
せ
る
読
書
指
導

　

ア
メ
リ
カ
の
読
書
指
導
法
に
リ
テ
ラ
チ
ャ
ー
・

サ
ー
ク
ル
が
あ
る
。『
現
代
の
国
語
３
』（
平
成
一
八

年
版
）
に
は
二
〇
七
頁
に
「
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ
」
と
い

う
名
前
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
の
「
コ
ネ
ク

タ
ー
（
接
続
者
）」
と
い
う
の
が
、
こ
の
タ
イ
プ
の

読
書
指
導
に
該
当
す
る
の
で
、
紹
介
し
て
み
た
い
。

方
向
に
そ
っ
た
読
書
指
導
例
を
紹
介
し
よ
う
。

３　
「
外
部
の
知
識
」を
充
実
さ
せ
る
読
書
指
導

　

大
村
は
ま
の
「
批
判
的
に
読
む
」
と
い
う
指
導
は
、

こ
の
タ
イ
プ
の
読
書
指
導
で
あ
る
（『
大
村
は
ま
国

語
教
室
第
八
巻
』筑
摩
書
房
、一
四
二
〜
一
五
八
頁
）。

福
沢
諭
吉
や
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
、
自
伝
と
伝
記
数
冊

を
比
べ
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
実
践
が
優
れ
て
い
る
の

は
、
発
展
読
書
・
比
べ
読
み
な
ど
と
言
っ
て
複
数
の

本
を
与
え
て
放
っ
て
お
く
の
で
は
な
く
、
気
づ
い
た

こ
と
を
自
分
の
考
え
と
し
て
構
築
さ
せ
、
適
切
に
述

べ
る
と
こ
ろ
ま
で
を
指
導
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　

福
沢
諭
吉
の
方
は
、「
自
伝
の
お
も
む
き
」
を
伝

え
て
い
る
の
は
ど
れ
か
を
生
徒
が
話
し
合
う
。
例
え

ば
、
自
分
が
学
ん
だ
オ
ラ
ン
ダ
語
が
役
に
立
た
な
い

と
諭
吉
が
気
づ
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
本
に
あ
っ
た
「
シ
ョ
ッ
ク
」、「
足
元
が
く
ず
れ

て
し
ま
っ
て
」、「
愕
然
と
し
た
」
と
い
う
表
現
を
話

し
合
う
。「
シ
ョ
ッ
ク
」
は
「
荒
っ
ぽ
く
て
粗
末
な

感
じ
」、「
足
元
が
…
…
」
は
落
胆
の
様
子
を
よ
く
現

し
て
い
る
、「
愕
然
と
し
た
」
は
新
し
い
語
彙
だ
が
、

辞
書
を
引
い
て
み
て
適
切
で
あ
る
、
な
ど
と
議
論
が

深
ま
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
外
部
の
知
識

を
充
実
さ
せ
、
語
彙
を
増
や
し
て
い
け
ば
、
他
の
テ

キ
ス
ト
を
読
ん
だ
と
き
に
、
い
か
に
そ
の
表
現
が
よ

い
か
ど
う
か
、
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
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今回の辞書ことばが辞書に入る瞬
と き

間   ─  第 5 回

学習のための
国語辞典を目指して
－第四版改訂作業から

『三省堂例解小学国語辞典』編集委員　近藤　章 三省堂 例解小学国語辞典 第四版
三省堂／2008年

　

小
学
生
用
の
国
語
辞
典
は
、
大
人
の
そ
れ
と
違
っ

て
、
学
習
辞
典
の
色
合
い
が
濃
い
。
国
語
科
に
限
ら

ず
、
子
供
た
ち
の
学
習
全
般
を
想
定
し
て
、
そ
れ
に

応
え
得
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
。
語
彙
選
定
か
ら

語
釈
の
し
か
た
、
各
種
コ
ラ
ム
や
付
録
部
分
に
至
る

ま
で
、
長
年
の
蓄
積
に
基
づ
い
た
工
夫
が
凝
ら
し
て

あ
る
。

　

今
回
の
改
訂
作
業
の
う
ち
、
語
彙
選
択
に
つ
い
て

先
回
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
受
け
て
、
改
訂

の
実
際
を
二
、三
補
足
し
た
い
。

一
　
新
語
の
語
釈
は
こ
ん
な
ふ
う
に

　

改
訂
に
よ
っ
て
追
加
す
る
語
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ

る
百
科
語
彙
で
あ
る
。
こ
う
い
う
語
の
語
釈
は
、
小

学
生
用
だ
け
に
い
っ
そ
う
、
ど
ん
な
情
報
を
ど
こ
ま

で
詳
し
く
書
く
か
に
頭
を
悩
ま
す
。

　

た
と
え
ば
「
道
の
駅
」。
最
近
よ
く
見
受
け
る
こ

の
語
を
、
小
学
生
に
向
け
て
平
易
に
、
し
か
も
簡
潔

に
説
明
し
た
い
。

　

こ
の
語
を
採
録
し
て
い
る
の
は
、
管
見
で
は
大
人

用
の
「
三
省
堂
国
語
辞
典
」「
大
辞
林
」「
広
辞
苑
」

の
三
種
。
し
か
し
、
社
会
科
や
総
合
の
時
間
を
想
定

す
れ
ば
、
小
学
生
に
と
っ
て
も
目
に
触
れ
る
新
語
句

の
一
つ
だ
と
考
え
て
採
録
し
た
。

　

試
み
に
国
交
省
道
路
局
Ｈ
Ｐ
に
当
た
る
と
、「
道

の
駅
」
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
。

①
一
般
道
路
に
設
置
。（
高
速
道
路
で
は
な
い
）

②
休
憩
機
能
、
そ
れ
に
加
え
て
、
道
路
利
用
者
や
地

域
の
た
め
の
情
報
発
信
機
能
、
地
域
作
り
の
た
め
の 

地
域
の
連
携
機
能
を
持
つ
も
の
。

③
設
置
者
は
、
市
町
村
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
公
的

団
体
。

　

こ
れ
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
た

　

ま
ず
第
一
義
的
に
は
「
道
路
に
あ
る
休
憩
施
設
」

で
あ
る
。「
休
憩
所
」
の
ほ
う
が
子
供
に
は
な
じ
み

が
あ
ろ
う
が
、
規
模
か
ら
言
っ
て
実
態
を
言
い
当
て

て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
「
休
憩
施
設
」
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、「
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
」と
同
義
で
は
な
い
。

Ｓ
Ａ
は
高
速
道
路
に
あ
り
、
こ
ち
ら
は
一
般
道
路
に

あ
る
と
い
う
。
こ
の
差
異
を
表
す
必
要
が
あ
る
。
と

は
言
え
そ
の
ま
ま
「
一
般
道
路
に
あ
る
」
で
は
、
市

井
一
般
の
道
路
と
解
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を

避
け
る
た
め
に
、「
幹
線
道
路
に
設
け
ら
れ
た
」
と

し
た
。「
幹
線
」
は
「
鉄
道
・
道
路
な
ど
の
中
心
と

な
る
線
」
と
し
て
、
す
で
に
別
に
立
項
し
て
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
使
う
こ
と
に
し
た
。

　

さ
ら
に
、
休
憩
機
能
以
外
の
機
能
に
も
触
れ
て
お

か
な
い
と
、
十
分
な
語
釈
と
は
言
え
ま
い
。
そ
れ
に

は
、
子
供
た
ち
が
具
体
的
に
触
れ
得
る
、
し
か
も
典

型
的
な
姿
を
示
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。そ
こ
で
、

「
特
産
物
を
売
る
店
」
を
つ
け
加
え
た
。
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③
の
設
置
者
云
々
は
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
さ
ほ

ど
重
要
な
情
報
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
触
れ
な
い

こ
と
に
し
た
。

　

右
の
語
釈
が
、
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
。

二
　
読
み
誤
り
も
見
出
し
語
に

　

国
語
辞
典
で
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
語
が

読
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
読
み
誤
っ
た
ま

ま
で
は
、
そ
の
語
に
た
ど
り
着
け
な
い
。
こ
れ
は
、

利
用
者
で
あ
る
子
供
に
は
不
親
切
で
あ
る
。そ
こ
で
、

読
み
誤
り
が
起
こ
り
が
ち
な
語
に
つ
い
て
は
、
誤
り

の
読
み
も
そ
の
ま
ま
立
項
し
て
、
利
用
の
便
を
図
っ

た
。

　

改
訂
に
当
た
っ
て
取
捨
選
択
を
施
し
た
が
、「
が

い
か
（
外
科
）」「
き
じ
ゅ
う
（
貴
重
）」「
け
ん
り
つ

（
建
立
）」
な
ど
、誤
り
を
想
定
し
て
採
録
し
て
あ
る
。

こ
れ
は
、
私
た
ち
の
辞
書
だ
け
の
工
夫
で
は
な
い
か

と
思
う
。

三
　
学
習
に
生
き
る
コ
ラ
ム
欄
を

　

ど
の
辞
書
に
も
コ
ラ
ム
欄
が
あ
る
。
子
ど
も
用
の

辞
典
に
も
、
親
し
み
や
す
い
イ
ラ
ス
ト
を
あ
し
ら
っ

た
り
し
て
、い
く
つ
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
学
習
の
た
め
」
と
考
え
た
時
私
た
ち
は
、
あ
り
き

た
り
の
読
み
物
だ
け
で
は
、
今
一
歩
飽
き
足
り
な
い

思
い
に
駆
ら
れ
た
。
も
っ
と
国
語
科
の
学
習
に
、
生

き
て
役
立
つ
コ
ラ
ム
欄
に
で
き
な
い
も
の
か
。

　

そ
の
た
め
に
、
新
学
習
指
導
要
領
の
実
施
な
ど
、

国
語
教
育
の
動
向
を
見
据
え
て
追
加
・
訂
正
を
し
、

採
り
上
げ
た
話
題
が
八
十
六
。
た
と
え
ば

　

起
承
転
結
・
句
読
点
・
５
Ｗ
１
Ｈ
・
視
点
・
地
の

文
・
主
題
・
体
言
止
め
・
段
落
・
デ
ィ
ベ
ー
ト
・
ト

書
き
・
場
面
・
比
ゆ
・
描
写
・
見
出
し
・
要
旨
・
話

題
な
ど
。

　

さ
ら
に
、
段
抜
き
や
一
ペ
ー
ジ
枠
で
十
二
。

　

擬
態
語
と
擬
声
語
・
敬
語
・
語
源
・
言
葉
遊
び
・

こ
と
わ
ざ
・
四
字
熟
語
な
ど
、
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
語
の
語
釈
は
従
来
ど
お
り
に
示
す
と
し

て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
書
き
方
が
概
念
的
で
、
子
供

た
ち
に
は
分
か
り
づ
ら
い
に
ち
が
い
な
い
。そ
こ
で
、

コ
ラ
ム
欄
を
付
け
て
、
読
む
だ
け
で
分
か
る
と
こ
ろ

ま
で
、
具
体
的
に
解
説
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
、
読
み
物
・
童
謡
や
教
科
書
教
材
を

例
に
取
っ
た
り
、
分
か
り
や
す
く
内
容
を
整
理
し
た

り
し
て
、
結
果
と
し
て
ひ
と
ま
ず
、
期
す
る
と
こ
ろ

添
っ
た
コ
ラ
ム
欄
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

　

拾
い
出
せ
ば
さ
な
が
ら
、
国
語
科
学
習
用
語
集
で

あ
る
。
近
年
小
学
校
で
も
、
学
習
用
語
を
そ
の
ま
ま

授
業
で
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
と
き

の
助
け
と
も
な
れ
ば
、
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　

左
に
「
主
題
」
に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
欄
を
掲
げ
て

お
く
。

こ
ん
ど
う
　
あ
き
ら
　
一
九
三
三
年
、
名
古
屋
市
生
ま
れ
。

小
中
学
校
・
市
教
委
を
経
て
、
名
古
屋
芸
術
大
教
授
で
退
職
。

同
大
名
誉
教
授
。
第
一
版
か
ら
当
該
国
語
辞
典
編
集
委
員
。
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第2回

前群馬大学教授　高橋　俊三

駄洒落の効用

たかはし　しゅんぞう　前群馬大学教授。ILEC言語
教育文化研究所常務理事。ＮＨＫテレビ「話し方教室」
「朗読入門」など企画出演。現在，「猫また」の45分
授業で，小学生の笑いを呼ぶ授業に凝っている。

　冒頭から駄洒落──岩は，どのように落ち
るか。岩は，ガーンと落ちる。だから「岩

ガン

」
なのだ。石は，英語で落ちる。「石

ストーン

」だ。砂
まじりの土は？　「土

ド

砂
シャ

」。こんな洒落を言う
と，子どもたちは「駄洒落だ」「親父ギャグだ」
と，囃し立てる。でも，結構楽しんでいる。
　教師は，そうした彼らのお決まりの反応に
臆せず，じゃんじゃん使いまくろう。洒落
は，教室を明るくする。子どもたちの心を開
放する。言語感覚を磨きもする。結構なもの
である。ただし，時に，駄作があったり，品
格が落ちたりするから，注意。そう，洒落の
うちで駄

4

のものを駄洒落というのだ。
　黙っていては始まらない。勇気を出して言
うようにしよう。確かに，「沈黙は金なり」
という格言があるけれど，「雄弁は銀なり」
という文言と対になっているのだ。
　話せば豊かに話せる人が黙ったとき，金に
なる。話す内容が無いから，また，話し方が
分からないから，仕方なし黙っているという
のでは，金にも銀にも銅

どう

にもならない。
　もっとも，この格言には，別の解釈がある
らしい。それは金より銀のほうが上だという
のである。銀本位制度の時代は，流通価値と
して銀のほうが上位にあったのだそうだ。沈
黙と雄弁が，一二位を分かち合うことになる。
　さて，そうすると，三位になるのは何だろ

う。「言う」と「黙る」だから，三位は「聞
く」かな，「傾聴」ということかなとも思わ
れる。または，雄弁を論理的説得力だと捉え
れば，三位は「温かく話す」かな，「愛語」
ということかなとも思われる。「傾聴」も
「愛語」も，教師にとって，重要な言語能力。
どちらも三位の資格がありそうである。
　雄弁と愛語の中にある沈黙だから，価値が
あるのだ。勇気を出して言葉を届けていこう。
　ところで，洒落は一度しか使えない。同じ
ことを二度言ったのでは，まさに駄目

4 4

である。
ただし二度言ってよい洒落が一つだけある。
　授業中，子どもが発言を躊躇したとき，
「勇気を出しなさい。勇気を出すと，言

ゆ

う気
になります」と励ましてやる。そして，その
言葉が忘れられないうちに，同じチャンスを
捕らえて，同じようにまた言ってやる。すか
さず子どもたちは，「マター」とか「マタカ
ヨ」とか，反応するだろう。そうしたらしめ
たものだ。次のように返してやればよい。
「このことは二度言っていいのです。勇気の
勇という漢字を書いてご覧。マタカでしょ
う。」──子どもたちはどよめく。
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三
省
堂

国
語
教
育

▶すべての漢字にふりがな付きで，１年生から使える。
▶新開発の用紙で，20％の軽量化を実現。
▶類書中最軽量で，最大級の 33,000語を収録。
▶豊富な用例・図版や例解コラムに加え，特設コラムをさらに充実。
▶地名・人名も取り上げ，他教科の学習にも活用できる。
▶ 常用漢字をすべて収録，くわしく解説。付録に，イラストで楽しむ
　「くらしの中の英語」ポスター。
▶２色刷。文字が大きいワイド版も同時刊行。

▶新開発の用紙で 20％の軽量化を実現。
▶類書中最軽量で，最大の 3,000字を収録。
▶最新人名用漢字 983字にも対応。常用漢字は筆順を明示。
▶漢字の字義ごとに熟語を分類する画期的方式で漢字の意味の広がりを把握。
▶豊富な［例］［表現］欄，充実したコラム，多彩な付録。
▶ さくいんとしても使える「小学校で学ぶ漢字一覧表」ポスター・
　「漢字辞典引き方ガイド」シートの二大特別付録つき。
▶２色刷。文字が大きいワイド版も同時刊行。

三
省
堂

辞
典国語例解

小学
第 

版
四

三
省
堂

辞
典漢字例解

小学
第 

版
三

新装版

 1,995円（税込）／B6判／ ISBN978-4-385-13821-3
［ワイド版］2,205円（税込）／A5判／ ISBN978-4-385-13822-0田近洵一 編

 1,995円（税込）／B6判／ ISBN978-4-385-13817-6
［ワイド版］2,205円（税込）／A5判／ ISBN978-4-385-13818-3

林 四郎（主幹），大村はま 編

三省堂の本

編
集
後
記

　

今
号
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
一
九
五
〇
年
公
開
の
『
羅
生
門
』

に
始
ま
り
、
十
九
本
も
の
黒
澤
明
監
督
作
品
に
お
い
て
記

録
・
製
作
を
務
め
ら
れ
た
ス
ク
リ
プ
タ
ー
、
野
上
照
代
さ
ん

に
ご
執
筆
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ス
ク
リ
プ
タ
ー
と
は
、
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
撮
影
現

場
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
撮
影
し
た
映
像
が
つ
な
が
る
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
事
柄
を
細
か
く
記
録
す
る
職
業
で
す
。
時
間
管
理

も
行
い
、
編
集
に
も
参
加
し
ま
す
。

　

監
督
の
描
く
作
品
像
を
的
確
に
と
ら
え
、
明
確
な
見
通
し

を
持
ち
、
次
々
と
涌
き
出
て
く
る
黒
澤
監
督
の
ア
イ
デ
ィ
ア

を
、
時
に
熱
く
、
時
に
冷
静
に
受
け
と
め
実
現
に
導
く
姿
は
、

教
育
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
も
び
っ
し
り
と
埋
ま
っ
て
い
る
野
上
さ
ん
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
。
監
督
と
歩
ん
だ
半
世
紀
を
振
り
返
り
つ
つ
、
ま
だ
ま
だ

先
を
見
通
す
力
強
さ
に
敬
服
い
た
し
ま
す
。 

（
Y
）
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三省堂  国語教育

a new way of learning Japanese

学習の見通し・振り返り特 集 vol.19 回
覧

三省堂の本

第2版

横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 編

篠田信司・原美津子・長島和子 編

● 定価 2,415 円（本体 2,300 円＋税）  ● B5 判  ● 160 ページ
ISBN978-4-385-36293-9

好評の『食育実践ハンドブック』第2版。平成20年
告示の新学習指導要領に基づいた「食育」の実践指導を
提案する。わかりやすい指導計画のほか，豆知識など豊
富な資料を収録し，学校での取り組みを全力サポート。

● 定価 1,995 円（本体 1,900 円＋税）  
● B5 判  ● 112 ページ
ISBN978-4-385-36403-2

『習得・活用・探究の授業を
つくる』の続編。全９教科お
よび道徳・総合的な学習の時
間・特別な活動における「言
語活動の充実」について教育
現場の視点から解説。

各教科等における

「言語活動の充実」とは何か
カリキュラム・マネジメントに位置付けたリテラシーの育成

食育実践
ハンドブック

年間指導計画と
学習指導案を
収録した

CD-ROM付き。

－明日の授業で生かせる アイディア 70－
三
省
堂

国
語
教
育

vol.19

特
集
　
学
習
の
見
通
し
・
振
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返
り
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