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「
っ
て
い
う
か
」
と
い
う
言
葉
が
比
較
的

若
い
世
代
で
、
文
頭
で
も
文
末
で
も
い
ろ

い
ろ
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。「
っ
つ
う

か
あ
」
の
よ
う
に
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

「
っ
て
い
う
か
」
と
い
う
形
は
、
言
う
ま
で

も
な
く
、
も
と
も
と
は
言
い
換
え
の
表
現
で

あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
い
か
に
表
現
す
る

か
の
迷
い
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
違

う
表
現
に
言
い
換
え
る
表
現
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、本
来
、こ
の
表
現
の
背
後
に
は
、「
ど

う
表
現
す
れ
ば
よ
い
か
」
を
求
め
よ
う
と
す

る
思
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。　

　

例
え
ば
、
ス
ー
プ
の
味
に
つ
い
て
、「
し
ょ

う
ゆ
味
が
強
い
と
い
う
か
、
ち
ょ
っ
と
塩
加

減
が
濃
い
と
い
う
か
、
味
に
い
く
ぶ
ん
し
つ

こ
さ
が
あ
る
と
い
う
か
…
…
。」
な
ど
と
言

え
ば
、
そ
の
話
し
手
は
、
味
を
な
ん
と
か
し

て
適
切
に
表
現
し
よ
う
と
、
必
死
で
表
現
を

精
選
し
て
い
る
の
だ
。
ま
、
さ
っ
さ
と
「
濃

す
ぎ
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
の
だ
が
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
、
評
論
家
的
な
人
が
、

「
ち
ょ
っ
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
か
、
古
い

と
い
う
か
、
ダ
サ
イ
と
い
う
か
…
…
。」
の

よ
う
に
、「
と
い
う
か
」
を
使
う
う
ち
に
だ

ん
だ
ん
本
音
が
現
れ
て
き
て
表
現
が
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

　

さ
て
、
問
題
な
の
は
、
い
わ
ば
「
接
続
詞

用
法
」
と
い
う
か
、「
応
答
詞
用
法
」
と
い

う
か
、
ま
あ
、
文
頭
の
用
法
だ
。
例
え
ば
、

Ａ
さ
ん
「
そ
れ
は
お
か
し
い
で
す
。」

Ｂ
さ
ん
「
っ
て
い
う
か
、
こ
れ
で
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」

の
よ
う
に
、
相
手
の
発
言
を
否
定
す
る
と
き

な
ど
に
も
、
そ
れ
と
な
く
使
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
は
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
な
か

な
か
洗
練
さ
れ
た
用
法
だ
と
言
え
る
。
実
質

的
に
は
相
反
す
る
意
見
で
あ
っ
て
も
、
対
立

的
な
雰
囲
気
は
出
に
く
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
表
面
を
繕
う
あ
ま
り
、
論
理
関
係
が
不

明
瞭
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

最
近
で
は
こ
れ
が
さ
ら
に
自
由
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。

Ａ
さ
ん
「
こ
の
字
、
な
ん
と
読
む
の
？
」

Ｂ
さ
ん
「
っ
て
い
う
か
、
こ
れ
、
お
い

し
い
！
」

み
た
い
に
な
っ
て
く
る
と
、
相
手
の
言
葉
を

受
け
取
る
ふ
り
を
し
て
、
そ
の
実
、
ま
っ
た

く
無
視
し
て
自
分
の
文
脈
に
強
引
に
路
線
変

更
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
く

る
と
、「
何
だ
っ
て
続
け
ち
ゃ
う
」
用
法
と

で
も
言
い
た
く
な
る
。
対
立
を
避
け
て
る
ん

だ
か
あ
つ
か
ま
し
い
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。

っ
て
い
う
か
、
文
末
用
法
に
も
触
れ
よ
う
と

思
っ
た
の
だ
が
、
紙
幅
が
尽
き
た
の
で
し
た
。



　

言
葉
の
中
に
し
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の

頃
、
そ
う
い
う
こ
と
を
少
し
ず
つ
考
え
る
。
ま

だ
、
ま
と
ま
っ
た
考
え
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
永
遠
」
と
い
う
言
葉
。

そ
れ
か
ら
「
魂
」
と
い
う
言
葉
。
そ
う
い
う
言

葉
は
何
か
具
体
的
な
も
の
を
指
し
示
し
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、
言
葉
の
中
に
だ
け
存
在
し
て

い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
感

じ
が
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
永
遠
」
や
「
魂
」
に
限
ら
ず
抽
象
的
な
言

葉
は
、
言
葉
の
世
界
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い

も
の
を
示
し
て
い
る
。「
愛
」「
勇
気
」「
信
頼
」「
知

恵
」
と
日
常
語
と
し
て
何
気
な
く
使
っ
て
い
る

言
葉
で
も
、
そ
れ
そ
の
も
の
に
じ
か
に
触
れ
た

人
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
抽
象
語
の
イ
メ
ー
ジ

を
示
し
た
絵
画
も
あ
れ
ば
、
音
楽
も
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
ら
は
言
葉
が
示
す
も
の
の
一
部
で

し
か
な
い
。

　

そ
れ
で
思
い
出
す
の
が
、
日
記
を
し
き
り
に

書
い
た
年
頃
の
こ
と
だ
。

　

小
学
生
の
時
は
日
記
を
書
く
の
が
苦
痛
だ
っ

た
。
そ
も
そ
も
日
記
を
書
く
と
い
う
以
前
に
文

字
を
書
く
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な
苦
労
で
、
こ

と
に
小
学
校
低
学
年
の
時
の
絵
日
記
は
お
そ
ろ

し
い
ほ
ど
へ
た
く
そ
な
文
字
が
並
ん
で
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
抽
象
的
な
表
現
も
乏
し
い
。
中
学

生
に
な
る
と
、
毎
日
「
生
活
ノ
ー
ト
」
と
い
う

も
の
を
書
く
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
毎
日
、

三
行
か
ら
五
行
ほ
ど
の
文
章
を
書
い
て
担
任
に

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
の
学
校
で

は
「
生
活
ノ
ー
ト
」
の
よ
う
な
も
の
を
使
っ

て
い
る
の
か
し
ら
？
と
思
い
出
す
こ
と
が
あ

る
。「
生
活
ノ
ー
ト
」
に
は
小
学
校
の
時
の
日

記
以
上
に
苦
労
し
た
。
な
に
し
ろ
担
任
に
提
出

す
る
の
だ
か
ら
心
に
浮
か
ぶ
こ
と
を
そ
の
ま
ま

は
書
け
な
い
。
当
た
り
障
り
の
な
い
こ
と
を
書

こ
う
と
す
る
と
、
わ
ず
か
な
記
述
が
難
行
苦
行

に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
作
業
を
、
さ
し
て
苦

痛
も
感
じ
ず
に
さ
っ
さ
と
片
付
け
て
し
ま
う
同

級
生
が
た
い
へ
ん
に
う
ら
や
ま
し
か
っ
た
。

　

日
記
を
し
き
り
に
書
い
た
の
は
、
そ
の
後
、

つ
ま
り
高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
。
義

務
で
も
な
け
れ
ば
、
提
出
す
る
相
手
も
い
な

か
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
自
分
の
日
記
を

不
特
定
多
数
に
向
か
っ
て
公
開
す
る
こ
と
な
ど
、

想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
三
十
年
以
上
も
昔
の
話

だ
。
中
学
校
の
「
生
活
ノ
ー
ト
」
の
頃
に
生
ま

れ
た
心
の
秘
密
は
、
こ
の
頃
に
な
る
と
大
き
く

広
く
、
そ
れ
は
無
限
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
く
ら
い
に
広
が
っ
て
い
た
。
心
の
秘
密
と

言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
何
か
悪
い
こ
と
を
企
ん
で

い
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
に
話
す
に
は
曖
昧
で

あ
や
ふ
や
な
も
の
を
た
く
さ
ん
抱
え
込
ん
で
い

た
の
だ
っ
た
。
言
葉
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
溢
れ
て
く

る
。
だ
か
ら
、
日
記
を
書
く
こ
と
は
苦
痛
で
は

な
か
っ
た
。
過
剰
な
く
ら
い
に
書
く
こ
と
が
で

作
家　

中な
か

沢ざ
わ  

け
い 

巻
頭
エ
ッ
セ
イ　

言
葉
と
向
き
合
う

き
た
。

　

日
記
を
書
く
の
が
嫌
に
な
っ
て
、
備
忘
の
た

め
に
毎
日
の
出
来
事
を
書
く
だ
け
に
な
っ
た
の

は
三
十
代
も
半
ば
頃
だ
。
自
分
の
心
を
細
密
に

覗
き
込
む
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
た
。

　

詩
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
あ
の
頃

だ
っ
た
。
つ
ま
り
過
剰
な
く
ら
い
に
日
記
が
書

け
る
よ
う
に
な
っ
た
十
五
、六
歳
の
頃
だ
。
言

葉
の
中
に
し
か
な
い
も
の
に
出
会
う
と
い
う

の
は
、つ
ま
り
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
と
、

今
に
し
て
気
付
く
。
高
校
生
が
自
分
の
心
の
秘

密
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
詩
を
読
み
日
記
を
書

く
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

た
ぶ
ん
、
多
く
の
人
が
そ
う
い
う
経
験
を
し
て

い
る
は
ず
で
、
そ
し
て
、
い
つ
し
か
、
そ
こ
か

ら
遠
ざ
か
っ
た
あ
と
で
、
あ
れ
は
未
熟
な
行
い

だ
っ
た
と
少
し
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
で
振
り

返
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
。
が
、
ほ
ん
と
う
に
、

単
に
未
熟
で
あ
る
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

私
に
は
そ
う
は
思
え
な
い
の
だ
。

　

言
葉
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
に
、
出

会
っ
た
驚
き
は
あ
っ
た
。
言
葉
の
中
に
し
か
存

在
し
な
い
も
の
に
触
れ
た
戸
惑
い
は
あ
っ
た
。

言
葉
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
を
見
詰
め

て
し
ま
っ
た
怖
れ
は
あ
っ
た
。
驚
き
、
戸
惑
い
、

怖
れ
は
未
熟
さ
の
現
れ
と
し
て
片
付
け
て
し

ま
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
言
葉

の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
ま
で
、
未
熟
さ

で
括く

く

っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

私
が
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
は
、
あ
の
過
剰

な
く
ら
い
に
日
記
が
書
け
た
時
期
に
出
会
っ
た

詩
を
、
も
う
い
ち
ど
じ
っ
く
り
と
読
み
返
し
て

み
た
い
と
い
う
誘
惑
に
近
頃
、
し
き
り
に
誘
わ

れ
る
か
ら
だ
。

　

優
れ
た
詩
人
が
優
れ
た
作
品
を
残
す
の
は
、

ラ
ン
ボ
ー
や
中
原
中
也
を
引
き
合
い
に
出
す
ま

で
も
な
く
、
十
代
の
後
半
か
ら
二
十
代
に
か
け

て
の
時
期
で
あ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
言
葉

の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
に
目
が
開
い
た

驚
き
と
戸
惑
い
と
怖
れ
が
、
詩
人
に
優
れ
た
作

品
を
書
か
せ
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。
平
凡

な
俗
人
に
と
っ
て
は
、
膨
大
な
言
葉
を
連
ね
た

日
記
を
書
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
天
賦
の
才
に
恵

ま
れ
た
詩
人
に
と
っ
て
は
、
凝
縮
さ
れ
た
詩

を
生
む
た
め
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
ば
か

り
か
、
そ
の
命
さ
え
削
ら
せ
る
ほ
ど
の
刃
に
も

な
る
。
時
に
、
詩
人
は
命
を
凝
縮
さ
せ
短
命
に

終
わ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
言
葉
の
中
に
し
か
存

在
し
な
い
も
の
に
、
言
葉
で
触
れ
る
の
は
、
そ

の
よ
う
な
危
険
を
孕は

ら

ん
だ
仕
事
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
残
さ
れ
た
詩
は
、
未
熟
な
青
年
の
心
に
し

か
響
か
な
い
も
の
で
は
な
い
。「
魂
」
と
か
「
永

遠
」
と
か
、
確
か
に
そ
れ
が
「
あ
る
」
と
感
じ

ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
も
う
驚
き
も
戸
惑
い

も
怖
れ
も
失
っ
た
今
に
な
っ
て
、
詩
人
た
ち
の

声
に
耳
を
傾
け
て
み
る
の
は
、
き
っ
と
楽
し
い

こ
と
に
違
い
な
い
。

1959年、神奈川県生まれ。
作家、法政大学教授。
1978年、『海を感じる時』

（講談社）で群像新人賞
受賞。『楽隊のうさぎ』（新
潮社）『豊海と育海の物語』

（集英社）など著書多数。
近著に、10代の人たちに
自分自身で考えるためのヒ
ントを語りかける本『大人
になるヒント』（メディアパ
ル）がある。
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記
を
書
く

年
頃



説
明
文
教
材
で
「
自
分
の
考
え
」
を
も
つ
こ
と
と
、

文
学
教
材
で
「
自
分
の
考
え
」
を
も
つ
こ
と
は
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

A
Q

1な
状
態
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
文
学
の
場
合
は
、
書
き
手
で
あ

る
作
者
と
文
章
中
の
話
者
（
語
り
手
）
は
異
な
り

ま
す
。
こ
れ
が
最
も
大
き
な
違
い
で
す
。
こ
の
前

提
に
立
つ
の
で
、
文
学
を
読
む
と
き
、
私
た
ち
は

作
者
そ
の
人
の
話
を
聞
く
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
、

作
者
が
設
定
し
て
い
る
舞
台
を
見
て
い
る
よ
う
な

感
じ
に
な
り
ま
す
。
作
者
は
い
わ
ゆ
る
脚
本
家
の

よ
う
な
も
の
で
、
語
り
手
は
脚
本
を
具
体
化
す
る

舞
台
の
演
出
家
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、

文
学
を
読
む
と
き
に
は
、
作
者
と
私
た
ち
の
間
に

語
り
手
が
入
る
の
で
、
私
た
ち
は
そ
の
語
り
手
を

通
し
て
作
品
を
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ

を
「
見
る
」
よ
う
な
も
の
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、説
明
文
教
材
で
「
自
分
の
考
え
」

を
も
つ
場
合
、
そ
れ
は
一
対
一
で
あ
る
人
の
話
を

聞
い
て
、
そ
の
人
の
考
え
に
対
し
て
自
分
は
ど
う

考
え
る
の
か
、
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。そ
れ
に
対
し
て
、文
学
教
材
で「
自
分
の
考
え
」

を
も
つ
場
合
、
そ
れ
は
舞
台
を
見
る
、
語
り
を
聞

く
、
と
い
う
感
じ
に
な
り
、
私
た
ち
は
そ
う
い
う

舞
台
の
中
の
人
々
の
言
葉
や
行
動
を
見
て
、
そ
れ

ら
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
自
分
で
ま
ず
理
解

し
ま
す
。
そ
の
う
え
で
そ
の
こ
と
は
自
分
に
と
っ

て
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
る
、
と
い
う
形

を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

説
明
文
教
材
で
は
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
両
者
は
違
い
ま
す
。

だ
か
ら
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
が
あ
↘

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

何
が
違
う
か
と
い
う
と
、
書
き
手
の
位
置
づ
け

が
違
う
の
で
す
。
説
明
文
の
場
合
は
、
書
き
手
で

あ
る
筆
者
と
文
章
中
の
話
者
は
同
じ
で
す
。
筆
者

は
自
分
の
考
え
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
そ
の
ま
ま

書
く
の
で
、
そ
の
文
章
を
読
む
と
き
、
私
た
ち
は

筆
者
そ
の
人
の
話
を
聞
く
よ
う
な
感
じ
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
書
き
手
と
読
み
手
は
一
対
一
の
関

係
に
な
り
、
私
た
ち
は
「
聞
い
て
考
え
る
」
よ
う

て
直
接
的
に
反
応
し
て
い
く
、
文
学
教
材
で
は
間

接
的
に
反
応
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
魯
迅
の
「
故
郷
」（
三
年
）
で
は
、

私
た
ち
は
、魯
迅
の
話
や
考
え
を
直
接
聞
い
て「
自

分
の
考
え
」を
も
つ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
故
郷
」

と
い
う
舞
台
で
「
わ
た
し
」
と
「
ル
ン
ト
ウ
」、「
ヤ

ン
お
ば
さ
ん
」
と
の
や
り
取
り
を
見
て
、
読
み
手

で
あ
る
私
が
も
し
「
わ
た
し
」
だ
っ
た
ら
…
…
と

い
う
形
で
「
自
分
の
考
え
」
を
も
っ
て
い
く
こ
と

に
な
る
の
で
す
。

　
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語

編
』
を
も
と
に
整
理
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
読
ん
で
自
分
の
考
え
を

も
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
そ
の
形
式
面
へ
の
反

応
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
１
学
年
：
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
特
徴

に
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ

と
。

第
２
学
年
：
文
章
の
構
成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方

に
つ
い
て
、
根
拠
を
明
確
に
し
て
自

分
の
考
え
を
ま
と
め
る
こ
と
。

第
３
学
年
：
文
章
を
読
み
比
べ
る
な
ど
し
て
、
構

成
や
展
開
、
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て

評
価
す
る
こ
と
。

私
は
こ
れ
ら
を
対「
自
分
」、対「
対
象
」、対「
相
手
」

の
三
段
階
と
し
て
と
ら
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分

の
考
え
を
自
覚
化
す
る
段
階
か
ら
、
対
象
を
客
観

化
す
る
段
階
、
そ
し
て
自
分
の
考
え
を
相
対
化
す

る
段
階
と
し
て
見
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
内
容
面
へ
の
反
応
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

の
は
次
の
こ
と
で
す
。

第
１
学
年
：
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や

考
え
方
を
と
ら
え
、
自
分
の
も
の
の

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
各
学
年
の
発
達
段
階
に
応
じ
た

「
自
分
の
考
え
」
の
も
ち
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
学
年
の
指
導
の
ポ
イ
ン
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

Q
2A

回
答
者─

●─

鹿
児
島
大
学
教
授
　
上か

み

谷た
に

順じ
ゅ
ん

三さ
ぶ

郎ろ
う

　近年実施された学力調査の結果や、「新しい
学習指導要領」にも示されているとおり、こ
れからの教育は、「自分の考え」を形成するこ
とが、一層重視されます。
　本特集では、まず理論編として、上谷順三郎
先生に、「文学教材で『自分の考え』をもつこ
との意味」や「発達段階に応じた『自分の考え』
のもち方」などについて、Ｑ＆Ａ形式でお答
えいただきます。そして、実践編では、文学
教材の実践事例を通して、「自分の考え」を形
成する過程を紹介いたします。

特集

0405

理論編
「
自
分
の
考
え
」の
形
成
に
関
す
る
Q
&
A



「
自
分
の
考
え
」
を
も
ち
、
広
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、

他
教
科
で
も
求
め
ら
れ
る
力
で
す
が
、
文
学
教
材
を
扱
う
中
で
、

国
語
科
と
し
て
押
さ
え
て
お
く
べ
き
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

文
学
教
材
を
扱
う
授
業
は
、
国
語
科
独

自
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
し

た
が
っ
て
、
い
っ
た
い
子
ど
も
た
ち
は
ど
の
よ
う

な
教
材
と
出
会
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
な
感
性
や
思
考
を
身
に
付
け
て
い
く
の
か
を
考

え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

小
学
校
か
ら
中
学
校
に
か
け
て
の
文
学
教
材
で

は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
が
展
開
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
詩
歌
の
流
れ
。
も
う
一
つ

の
大
き
な
流
れ
は
物
語
で
す
。
そ
の
特
徴
は
と
い

う
と
、
詩
歌
は
、
基
本
的
に
一
人
称
に
よ
る
作
品

で
す
か
ら
、
作
者
の
側
、
つ
ま
り
作
り
手
の
側
に

立
っ
た
理
解
や
発
想
が
中
心
と
な
り
ま
す
。
そ
こ

で
の
「
自
分
の
考
え
」
は
作
者
に
よ
る
創
作
を
追

体
験
す
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
自
分
だ
っ
た
ら
と

い
う
形
で
連
想
す
る
間
接
体
験
で
す
。
そ
の
よ
う

に
「
想
像
す
る
」
こ
と
に
よ
る
思
考
が
働
く
の
が

詩
歌
の
学
習
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
物
語
系
列
で
は
、
三
人
称
か
ら
一

人
称
へ
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
り
ま
す
。
三
人

称
に
よ
る
作
品
で
は
、
語
ら
れ
て
い
る
も
の
を
読

む
体
験
を
し
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
語
り
方
に
は

三
通
り
あ
っ
て
、
最
初
に
多
く
出
て
く
る
の
は
、

「
三
人
称
全
知
視
点
」
に
よ
る
も
の
で
、
ど
の
登

場
人
物
が
何
を
考
え
た
り
感
じ
た
り
し
て
い
る
か

が
わ
か
る
よ
う
に
書
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一

つ
、
初
期
に
多
い
教
材
は
「
三
人
称
客
観
視
点
」

に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
登
場
人
物
の
言
動
を

眺
め
て
い
る
書
き
方
な
の
で
、
芝
居
を
見
て
い
る

の
と
似
て
い
て
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
は
そ
れ
ぞ

れ
の
登
場
人
物
の
気
持
ち
や
人
物
関
係
を
想
像
し

て
理
解
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
つ
目
は

「
三
人
称
限
定
視
点
」
で
す
。
あ
る
登
場
人
物
を

中
心
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
、
私
た
ち
は
そ
の

人
物
の
目
を
通
し
て
作
品
世
界
を
見
て
い
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
そ
の
人
物
が
ど
う
い
う
人
物
か
を
理

解
し
な
が
ら
、
そ
の
人
物
の
立
場
で
物
事
を
考
え

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
人
物
な
り
の
も

の
の
見
方
・
考
え
方
に
対
し
て
違
和
感
を
感
じ
る

場
合
も
あ
り
、
と
に
か
く
、
一
人
の
人
物
に
し
っ

か
り
付
き
合
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
た
と
え

ば
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

こ
の
三
人
称
限
定
視
点
と
似
て
い
る
の
が
、
一

人
称
の
作
品
で
す
。
私
た
ち
は
中
心
人
物
（
主
人

公
）
の
つ
も
り
に
な
っ
て
、
感
情
移
入
し
な
が
ら

作
品
世
界
の
中
を
生
き
て
い
き
ま
す
。
前
述
の
三

人
称
限
定
視
点
が
あ
る
人
と
「
付
き
合
う
」
感
じ

な
の
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
の
一
人
称
の
場
合
は
、

そ
の
人
の
「
代
わ
り
に
」
動
い
て
み
る
感
じ
に
な

り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た

弟
た
ち
に
…
…
」「
少
年
の
日
の
思
い
出
」「
字
の

な
い
は
が
き
」「
故
郷
」
が
そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
小
学
校
か
ら
の
文
学
教
材
の

学
習
経
験
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
虚
構
の
設
定

を
体
験
し
、
子
ど
も
た
ち
は
そ
の
設
定
の
中
で
感

じ
た
り
考
え
た
り
す
る
体
験
を
積
ん
で
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
文
学
教
材
の
学
習
で
人
生
の
体
験
を
先

取
り
す
る
よ
う
に
想
像
し
て
考
え
た
り
、
自
分
の

過
去
の
体
験
と
比
べ
て
考
え
た
り
、
予
想
し
た
り

振
り
返
っ
た
り
と
い
う
思
考
こ
そ
が
国
語
科
と
し

て
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
ま
す
。

見
方
や
考
え
方
を
広
く
す
る
こ
と
。

第
２
学
年
：
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や

考
え
方
に
つ
い
て
、
知
識
や
体
験
と

関
連
付
け
て
自
分
の
考
え
を
も
つ

こ
と
。

第
３
学
年
：
文
章
を
読
ん
で
人
間
、
社
会
、
自
然

な
ど
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
意
見

を
も
つ
こ
と
。

言
語
活
動
例
と
対
応
さ
せ
て
眺
め
る
と
、
ま
ず
、

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
文
章
を
読
ん
で
知
識
や
体
験

を
増
や
し
、
詩
歌
や
物
語
な
ど
を
読
み
比
べ
な
が

ら
自
分
の
考
え
と
関
連
付
け
る
。
そ
し
て
、
小
説

で
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
全
体
的
な
視
野
か
ら
考
え

る
力
を
つ
け
て
い
く
。
私
は
そ
の
よ
う
な
段
階
と

し
て
と
ら
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ
た
弟
た
ち
に
…
…
」（
一

年
）
と
「
字
の
な
い
は
が
き
」（
二
年
）
は
、
小

学
校
で
の
平
和
教
材
の
学
習
の
蓄
積
を
引
き
継
ぎ

な
が
ら
も
、
兄
や
姉
と
し
て
の
自
覚
化
へ
意
識
を

向
け
さ
せ
る
教
材
で
す
。
ま
た
、「
少
年
の
日
の

思
い
出
」（
一
年
）
は
、「
わ
た
し
」
と
友
人
、
そ

の
友
人
「
僕
」
の
回
想
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、

自
分
を
客
観
化
し
、
自
分
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か

と
い
う
問
い
を
突
き
つ
け
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
二
年
）
は
、
そ
の
「
少
年
の
日

の
思
い
出
」
と
友
人
関
係
を
軸
に
し
て
い
る
点
で

共
通
し
つ
つ
、
三
人
称
で
対
象
化
し
て
い
く
と
い

う
形
式
の
作
品
で
す
。
ま
た
、「
故
郷
」
で
は
一

人
称
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
三
作
品
を
比

べ
、
相
対
化
し
て
読
み
直
す
こ
と
を
可
能
に
し
て

く
れ
ま
す
。
こ
こ
ま
で
学
習
す
る
と
、「
読
書
活

動
の
充
実
」（
改
訂
の
要
点
）
で
重
視
し
て
い
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
読
ん
だ
り
読
み
比
べ
た
り
し

た
こ
と
を
も
と
に
自
分
の
考
え
を
記
述
す
る
こ
と

も
で
き
る
は
ず
で
す
。

Q
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今
回
、「
改
訂
の
要
点
」
の
一
つ
に
「
学

習
過
程
の
明
確
化
」
が
あ
り
、「
読
む
こ

と
」
の
中
に
「
自
分
の
考
え
の
形
成
」
が
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
読
書
活
動
の
充
実
」

と
い
う
項
目
も
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
自
分
の
考
え

を
記
述
」
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
か
ら
そ
れ
を
記
述

す
る
こ
と
ま
で
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
三
年
生
の
「
評
価
」
は
、
そ
れ
ま

で
の
「
読
む
こ
と
」
の
学
習
や
読
書
活
動
を
ふ
ま

え
て
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で

し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
読
み
手
と
し
て
の
自
分

の
力
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
を
吟
味
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
書
き
手
と
し
て
の
自
分
の

力
に
つ
い
て
も
自
覚
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

た
だ
、
文
学
教
材
に
限
っ
て
言
え
ば
、
詩
歌
、

物
語
・
小
説
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
形
式
的
特

徴
に
つ
い
て
理
解
し
た
こ
と
、
そ
れ
ら
が
読
み
手

に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
こ
と
、
そ

し
て
実
体
験
と
の
比
較
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と
な

ど
を
振
り
返
っ
て
、
今
の
「
自
分
」
を
確
か
め
る

と
い
う
こ
と
が
「
評
価
」
の
中
身
に
な
る
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
評
価
が
で
き
る
よ
う
に
、
三

年
間
の
指
導
計
画
や
学
習
方
法
の
工
夫
を
図
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
自
分
の
考
え
の
形
成
に
関
す
る
指
導
事
項
と
し
て
、

三
年
生
に
「
評
価
」
と
い
う
項
目
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Q
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文
学
作
品
を
読
み
進
め
な
が
ら

「
考
え
る
力
」
を
高
め
る

　

本
校
の
図
書
館
の
利
用
状
況
を
見
る
と
、
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
な
ど
気
軽
に
読
め
る
作
品
の
貸
し
出
し

は
多
い
が
、
近
代
小
説
の
棚
は
、
ほ
と
ん
ど
動
き

が
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
言
葉
の
ハ
ー
ド

ル
の
高
さ
が
考
え
ら
れ
る
。
近
代
小
説
の
中
の
言

葉
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
古
典
と
変
わ
ら
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
語
科
の
授
業
で
近
代

小
説
を
教
材
と
し
て
読
み
、
豊
か
な
感
情
と
結
び

つ
い
た
美
し
い
言
葉
を
学
ば
せ
た
い
と
思
う
。
さ

ら
に
、
登
場
人
物
の
心
情
や
書
き
手
の
も
の
の
見

方
や
考
え
方
に
つ
い
て
、
自
分
の
知
識
や
経
験
と

関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
を
読
む
楽
し

さ
を
実
感
さ
せ
た
い
。
教
材
を
こ
の
よ
う
に
読
む

こ
と
で
、
主
体
的
な
読
書
活
動
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

1

実
践
の
ポ
イ
ン
ト
　
　
　
　
　

（
全
５
時
間
）

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
長
年
に
わ
た
っ
て
教
科
書

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
い
へ
ん
な
じ
み
深
い
作
品

で
あ
る
。
教
科
書
で
は
、
絵
も
含
め
て
十
七
ペ
ー

ジ
ほ
ど
の
短
編
で
あ
る
が
、
中
学
生
に
と
っ
て
は
、

読
む
だ
け
で
概
ね
一
単
位
時
間（
五
十
分
）か
か
っ

て
し
ま
う
た
め
、
そ
う
簡
単
に
読
み
こ
な
せ
る
作

品
と
は
言
い
難
い
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
、
登
場
人
物
、
描
写
や
表
現
、

場
面
設
定
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
指
導
し

た
い
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
は
、
学
習
者

の
実
態
か
ら
、「
自
分
の
考
え
を
確
認
し
な
が
ら

読
む
」
と
い
う
学
習
過
程
を
考
え
た
。
一
斉
授
業

の
場
合
、
と
も
す
る
と
「
人
任
せ
」
に
な
り
が
ち

な
読
み
を
、「
自
分
と
し
て
」
は
ど
う
読
む
の
か

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
随
時
、
読
み
の
交
流
を
し
な
が
ら

自
分
の
読
み
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
し
て
い
く
。

そ
の
よ
う
に
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

主
体
的
に
自
分
の
読
み
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が

可
能
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
効
果
的
に
読

み
を
進
め
る
た
め
に
、
学
習
シ
ー
ト
を
工
夫
し
た
。

ス
ト
ー
リ
ー
を
把
握
す
る
に
は
、
か
な
り
粗
々
で

あ
る
が
、「
自
分
の
考
え
を
確
認
し
な
が
ら
読
む
」

た
め
に
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
た
。

　

学
習
シ
ー
ト
①
で
は
、
初
読
後
最
も
印
象
に

残
っ
た
登
場
人
物
を
記
入
さ
せ
た
（
２
時
間
目
）。

そ
の
際
、「
な
ぜ
そ
の
人
物
が
心
に
残
っ
て
い
る

の
か
」
と
い
う
理
由
を
書
か
せ
た
。
こ
こ
が
本
実

践
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
学
習
後
に
も
う
一
度
、

同
じ
内
容
で
記
述
さ
せ
て
い
る
。
た
と
え
、「
心

に
残
っ
た
人
物
」
が
同
じ
で
も
、「
そ
の
理
由
」

に
記
述
さ
れ
た
内
容
は
変
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。

文
章
を
主
体
的
に
考
え
な
が
ら
読
み
進
め
る
中
で
、

よ
り
深
く
登
場
人
物
の
心
情
や
生
き
方
に
迫
る
こ

と
が
で
き
、
自
分
の
考
え
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る

か
ら
で
あ
る
。

　

学
習
シ
ー
ト
②
は
、
文
章
を
読
み
進
め
る
際
に

使
用
し
た（
３
・
４
時
間
目
）。短
い
時
間
で
ス
ト
ー

リ
ー
を
把
握
す
る
た
め
に
、
書
き
込
み
式
の
シ
ー

ト
を
用
意
し
た
。
臨
場
感
を
持
た
せ
な
が
ら
読
み

進
め
、
最
後
の
場
面
の
メ
ロ
ス
・
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
・
王
の
心
情
を
自
分
な
り
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
工
夫
し
た
。
ま
た
、
読
み
進
め
な

が
ら
感
想
を
交
換
す
る
際
に
は
、「
な
ん
と
な
く
」

そ
う
思
う
の
で
は
な
く
、
文
章
の
内
容
や
展
開
に

根
拠
や
理
由
を
求
め
る
こ
と
で
、
文
章
か
ら
離
れ

る
こ
と
を
回
避
し
た
。

実
践
を
終
え
て

　

初
読
後
と
学
習
後
に
、
い
ち
ば
ん
心
に
残
っ
た

登
場
人
物
に
つ
い
て
、
理
由
を
添
え
て
書
か
せ
て

み
た
。
結
果
と
し
て
「
メ
ロ
ス
→
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
」
な
ど
、
取
り
上
げ
る
人
物
が
変
化
し
た
学

習
者
も
い
れ
ば
、
同
じ
人
物
を
挙
げ
た
学
習
者
も

い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
変
化

し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、「
理
由
」
の
記
述
の

変
化
で
あ
る
。
例
え
ば
、メ
ロ
ス
が
心
に
残
っ
た

学
習
者
の
理
由
は
、「
勇
気
が
あ
る
」
か
ら
「
い

く
つ
も
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
約
束
を
守
り
、
王

の
気
持
ち
を
変
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
深
ま
っ

て
い
っ
た
。
ま
た
、「
こ
の
学
習
を
通
し
て
考
え
た

こ
と
」の
欄
に
は
「
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
信

が
あ
る
関
係
は
強
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
考
え
を

一
般
化
し
て
記
述
し
て
い
る
学
習
者
が
多
く
見
ら

れ
た
。
ま
た
、「
だ
か
ら
私
も
〜
」
と
自
分
の
生
き

方
に
結
び
つ
け
て
記
述
し
て
い
る
学
習
者
も
い
て
、

「
自
分
の
考
え
を
確
認
し
な
が
ら
読
む
」こ
と
で
読

み
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
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実践編

自
分
の
考
え
を

確
認
し
な
が
ら
読
む

─
「
走
れ
メ
ロ
ス
」（
二
年
）
─
　

	

新
し
い
指
導
を
考
え
る
会

事例1

▼学習シート①
▼学習シート②



1
「
自
分
の
考
え
を
も
つ
」
こ
と

　
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」（
一
年
）
を
読
む
と
、

次
の
よ
う
な
感
想
が
多
く
寄
せ
ら
れ
る
。

　
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
に
限
ら
ず
、「
走
れ
メ

ロ
ス
」（
二
年
）や「
故
郷
」（
三
年
）な
ど
に
お
い
て
も
、

誰
も
が
は
ま
っ
て
し
ま
う
「
読
み
」
の
パ
タ
ー
ン

が
決
ま
っ
て
い
る
。
多
く
の
生
徒
た
ち
が
は
ま
っ

て
し
ま
う
こ
う
し
た
「
読
み
」
に
対
し
て
疑
問
を

投
げ
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
？

　
「
少
年
の
日
の
思
い
出
」
の
場
合
に
は
、
主
人

公
の
「
僕
」
が
語
り
手
で
あ
り
、
し
か
も
、
大
人

に
な
っ
た
現
在
で
も
エ
ー
ミ
ー
ル
の
こ
と
を
憎
ん

で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
生
徒
が
先
に
示
し

た
よ
う
な
「
読
み
」
に
は
ま
っ
て
し
ま
う
。「
自

分
の
考
え
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な
誰
も
が
は
ま
る
「
読
み
」
に
対
し
て
、「
本
当

に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
で
き
る
こ
と
、

別
の
視
点
か
ら
の
「
読
み
」
の
可
能
性
を
考
え
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
で
い

う
「
熟
考
・
評
価
」
に
つ
な
が
る
力
で
あ
る
。

　

今
回
の
実
践
で
は
「
高
瀬
舟
」
を
扱
っ
て
み
た
。

「
高
瀬
舟
」
は
主
人
公
喜
助
の
独
白
が
中
心
に
書

か
れ
て
い
る
た
め
、
喜
助
の
考
え
に
同
情
的
な
読

み
に
は
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
単
元
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
「
第
３
学

年
『
Ｃ
読
む
こ
と
』
ウ
」
に
あ
る
「
読
み
比
べ
」

を
実
践
し
て
み
た
。「
高
瀬
舟
」
に
『
ブ
ラ
ッ
ク
・

ジ
ャ
ッ
ク
』（
以
下
『
Ｂ
Ｊ
』
と
記
す
）
を
ぶ
つ

け
る
こ
と
で
、
生
徒
の
「
読
み
」
に
揺
さ
ぶ
り
を

か
け
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。『
Ｂ
Ｊ
』
の
中

の
「
ふ
た
り
の
黒
い
医
者
」
と
い
う
作
品
に
は
、

半
身
不
随
で
前
途
を
悲
観
し
た
患
者
が
安
楽
死

を
望
む
と
い
う
設
定
の
も
と
、
安
楽
死
を
容
認

す
る
医
師
ド
ク
タ
ー
・
キ
リ
コ
と
、
是
が
非
で

も
命
を
救
お
う
と
す
る
医
師
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ

ク
の
対
立
が
存
在
す
る
。「
高
瀬
舟
」
と
『
Ｂ
Ｊ
』

を
読
み
比
べ
る
と
い
う
授
業
の
し
か
け
を
作
る

こ
と
で
、「
自
分
の
考
え
（
＝
別
の
視
点
か
ら
の

読
み
）
を
も
つ
」
こ
と
を
ね
ら
っ
た
の
で
あ
る
。

単
元
「
考
え
を
深
め
る
」　
　
　

（
全
３
時
間
）

⑴
育
成
を
目
指
す
言
語
能
力
・
主
た
る

　

評
価
規
準  

　

○
テ
キ
ス
ト
と
自
分
の
考
え
を
関
連
づ
け
て

　
　

表
現
す
る
能
力

⑵
題
材　
「
高
瀬
舟
」
森
鷗
外

　

 　
　
　
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
第
３
巻
「
ふ
た
り
の
黒
い
医
者
」』　

手
塚
治
虫
（
秋
田
書
店
）

⑶
単
元
の
評
価
規
準
と
指
導
計
画

⑷
学
習
の
姿

　

下
記
資
料
１
は
、「
高
瀬
舟
」
と
『
Ｂ
Ｊ
』
を

読
み
比
べ
た
あ
と
の
第
３
時
に
生
徒
が
書
い
た

「
喜
助
へ
の
手
紙
」
で
あ
る
。
喜
助
に
対
し
て
同

情
の
念
を
寄
せ
な
が
ら
も
、
命
と
い
う
も
の
に
対

す
る
自
分
の
考
え
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
伝
わ
っ
て
く
る
。

ま
と
め

　

こ
の
単
元
は
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
型
読
解
力
を
意
識
し
て

実
践
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
学
教
材
を
扱
っ
て

い
く
と
き
に
は
、「
読
む
→
考
え
る
→
表
現
す
る
」

と
い
う
読
解
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
す
る
と
と
も
に
、

作
品
全
体
を
ふ
ま
え
た
課
題
設
定
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　
「
エ
ー
ミ
ー
ル
は
子
ど
も
ら
し
く
な
く
て
、

ち
ょ
っ
と
イ
ヤ
な
ヤ
ツ
だ
と
思
う
。
自
分
の
収
集

し
た
も
の
を
全
部
あ
げ
る
と
言
っ
て
も
許
し
て
も

ら
え
な
か
っ
た
主
人
公
は
か
わ
い
そ
う
だ
。」

喜
助
さ
ん
へ                                    

　

突
然
の
お
手
紙
、
お
許
し
く
だ
さ
い
。

私
は
、『
高
瀬
舟
』
を
読
ん
で
初
め
て

喜
助
さ
ん
を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

私
が
喜
助
さ
ん
に
思
っ
た
こ
と
が
二
つ

あ
り
ま
す
。                 

　

一
つ
目
に
、
そ
の
時
の
喜
助
さ
ん
の

感
情
で
す
。
ご
存
知
な
い
と
思
い
ま
す

が
、『
ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
』
と
い

う
漫
画
に
キ
リ
コ
と
い
う
人
物
が
出
て

き
ま
す
。
そ
の
人
は
、
お
金
を
も
ら
っ

て
人
を
安
楽
死
さ
せ
て
い
る
人
物
で

す
。
実
質
、
喜
助
さ
ん
と
キ
リ
コ
は
同

じ
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
人
は
全
く
違
う
と
私
は
思
い
ま
す
。

キ
リ
コ
は
お
金
を
も
ら
い
、
自
分
の
た

め
に
人
を
殺
し
ま
す
。
で
も
、
喜
助
さ

ん
は
大
切
な
弟
さ
ん
の
た
め
に
罪
を
犯

し
ま
し
た
。「
人
殺
し
な
の
は
変
わ
ら

な
い
。」
そ
う
言
う
人
も
い
る
と
思
い

ま
す
。
い
え
、
実
際
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
愛
情

が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
、
自
分
の
欲

と
で
は
全
く
違
う
と
思
う
の
で
す
。               

　

二
つ
目
に
、
弟
さ
ん
の
状
態
で
す
。

自
分
で
喉
を
切
り
、
自
殺
を
し
よ
う
と

し
た
弟
さ
ん
の
気
持
ち
も
よ
く
分
か
り

ま
す
。
お
兄
さ
ん
の
喜
助
さ
ん
に
、
迷

惑
を
か
け
た
く
な
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
で
も
、
そ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、

喜
助
さ
ん
は
島
流
し
に
あ
い
ま
し
た
。

も
し
、
弟
さ
ん
が
喉
を
切
ら
な
か
っ
た

ら
。
喉
を
切
っ
た
と
し
て
も
、
喜
助
さ

ん
が
医
者
を
呼
ん
で
き
て
い
た
ら
。
何

か
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

喜
助
さ
ん
に
余
裕
の
あ
る
お
金
が
な
い

の
も
充
分
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
、
私
は
医
者
を
呼
ん
で
い
た

ら
、
と
考
え
ま
し
た
。
奇
跡
が
起
き
て

弟
さ
ん
が
回
復
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
思
う
と
、
少
し
残
念
で
す
。
た
と

え
大
切
な
弟
さ
ん
の
頼
み
で
も
、
も
う

ち
ょ
っ
と
あ
き
ら
め
な
い
で
、
粘
っ
て

ほ
し
か
っ
た
の
で
す
。

　

一
つ
目
と
二
つ
目
、
少
し
矛
盾
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
論
的
に

言
う
と
、「
喜
助
さ
ん
の
愛
情
は
兄
と

し
て
正
し
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
命
は

一
つ
の
も
の
な
の
で
、
簡
単
に
は
消
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
を
分
か
っ
て
ほ
し

い
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

気
を
悪
く
し
た
ら
、
ご
め
ん
な
さ
い
。

い
つ
ま
で
も
弟
さ
ん
の
こ
と
を
忘
れ
な

い
で
く
だ
さ
い
。

国
語
へ
の
関
心
・

意
欲
・
態
度

作
品
の
主
題
に
対
す
る

自
分
の
考
え
を
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
。

読
む
能
力

文
章
を
読
み
、
人
間
や

社
会
に
つ
い
て
自
分
の

考
え
を
も
っ
て
い
る
。

（
エ
）

言
語
に
つ
い
て
の

知
識
・
理
解
・
技
能

抽
象
的
な
概
念
な
ど
を

表
す
語
句
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
て
い
る
。

時

主
た
る
規
準
お
よ
び
Ａ
の
状
況
を
実
現
し
て
い
る
と
判
断
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド

主
た
る
学
習
活
動

１
「
高
瀬
舟
」
を
読
み
、
自
分
の
感
想
を
も
っ
て
い
る
。

Ａ
的
確
な
引
用
、
自
分
の
体
験
に
基
づ
い
た
感
想
、
的
確
な
主
題
の
と
ら
え

①
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
聞
き
、
単
元
に
お
け
る
自
分
の
目
標

　

を
立
て
る
。

②
通
読
を
聞
き
、
初
発
の
感
想
を
書
く
。

２
「
高
瀬
舟
」
と
『
Ｂ
Ｊ
』
の
共
通
点
を
考
え
て
い
る
。

Ａ
共
通
点
の
指
摘
、
作
品
中
の
表
現
の
的
確
な
引
用

③『
Ｂ
Ｊ
』を
読
み
、「
高
瀬
舟
」と
の
共
通
点
を
考
え
る
。

④
共
通
点
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
す
る
。

３

立
場
を
明
ら
か
に
し
て
自
分
の
考
え
を
書
い
て
い
る
。

Ａ
的
確
な
根
拠
の
引
用
、
意
見
交
流
を
生
か
し
た
記
述
、
二
つ
の
立
場
か
ら
の
考
察
、
考
察
の
深
ま
り

⑤
「
高
瀬
舟
」
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
、「
喜
助
へ
の

　

手
紙
」
と
し
て
書
く
。

2

3

実践編
事例2
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1
は
じ
め
に

　

生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
ら
し
く
幸
せ

に
生
き
て
い
く
に
は
、
多
く
の
人
と
の

か
か
わ
り
が
必
要
で
あ
る
。読
書
は「
作

者
と
の
対
話
」
で
も
あ
る
の
で
、
生
徒

た
ち
に
は
、
よ
り
多
く
の
作
者
と
か
か

わ
り
、
多
く
の
知
恵
を
得
て
も
ら
い
た

い
。
教
科
書
に
長
年
に
わ
た
っ
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
名
作
と
呼
ば
れ
る
作
品
は
、

生
徒
に
と
っ
て
多
く
の
知
恵
や
生
き
方

を
教
え
て
く
れ
る
。
生
徒
が
作
品
と
か

か
わ
る
中
で
、
自
分
の
生
活
を
ど
の
よ

う
に
考
え
、
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
た

か
を
大
切
に
し
た
い
。
ま
た
、
生
徒
に

自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
広
げ

さ
せ
る
チ
ャ
ン
ス
に
も
し
た
い
。

実
践
報
告
（
全
８
時
間
）

▼
な
り
き
り
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
資
料
１
）

　
「
故
郷
」
を
主
体
的
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、

登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け

る
。
登
場
人
物
役
は
、
記
者
役
の
質
問
に
答
え
る

と
き
に
、
そ
の
発
言
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
条
件
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
生
徒
は
、
自
分

自
身
に
「
な
ぜ
、
そ
う
言
え
る
の
か
」
と
問
い
か

け
な
が
ら
、
根
拠
を
探
し
て
読
ん
で
い
た
。
記
者

役
の
生
徒
は
、
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
登
場
人

物
役
の
生
徒
に
質
問
を
し
続
け
る
。
そ
の
後
、
役

割
分
担
を
交
代
す
る
。
最
後
に
、
友
達
と
の
話
し

合
い
を
す
る

こ
と
で
、
さ

ら
に
自
分
の

読
み
を
深
め

る
こ
と
が
で

き
る
。

▼
な
り
き
っ
て
書
こ
う
（
資
料
２
）

　

い
く
つ
か
の
テ
ー
マ
で
「
な
り
き
り
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
」
を
し
、
そ
の
後
の
話
し
合
い
を
経
て
、

生
徒
は
さ
ま
ざ
ま
な
登
場
人
物
の
「
生
き
る
姿
」

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に

「
わ
た
し
」
に
な
り
き
っ
て
「
最
後
に
一
つ
だ
け

お
願
い
が
あ
り
ま
す
。」
と
い
う
言
葉
に
続
け
て
、

「
故
郷
」
の
続
き
を
書
く
。
そ
の
際
、
作
品
の
終

わ
り
の
ほ
う
に
あ
る

「
希
望
を
い
え
ば
、
彼

ら
は
新
し
い
生
活
を

も
た
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
わ
た
し
た
ち

の
経
験
し
な
か
っ
た

新
し
い
生
活
を
。」
と
い
う
文
章
だ
け
に
着
目
す

る
の
で
は
な
く
、
自
分
な
り
の
読
み
取
り
を
大
切

に
し
て
続
き
を
書
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
こ
と
で
、

さ
ら
に
作
品
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
。

▼
ま
と
め
（
資
料
３
）

　

ま
と
め
と
し
て
、「
自
分
は
何
を
大
切
に
し
て

生
き
る
の
か
」
を
四
〇
〇
字
以
内
で
書
く
。
生
徒

た
ち
は
、
進
路
を
目
前
に
し
て
、
今
後
の
自
分
を

見
つ
め
て
い
る
最
中
で
あ
る
。
中
学
校
一
年
生
か

ら
の
文
学
教
材
や
、
生
活
を
振
り
返
り
な
が
ら
、

ゆ
っ
た
り
と
考
え
る
時
間
を
と
っ
た
。
あ
る
生
徒

は
、
一
点
を
見
つ
め
な
が
ら
じ
っ
と
考
え
、
あ
る

生
徒
は
も
う
一
度
、
作
品
を
読
み
な
が
ら
考
え
て

い
た
。数
名
の
生
徒
の
作
文
の
中
に
は
、「
私
は『
ど

う
生
き
る
の
か
』
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。」
と
書
か
れ
て
い

た
。
ま
た
、
生
徒
が
大
切
に
し
て
い
く
も
の
と
し

て
、「
命
」「
友
情
」「
家
族
」「
友
だ
ち
」「
挑
戦

す
る
心
」「
あ
き
ら
め
な
い
気
持
ち
」
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
力
強
い
言
葉
で
表
現
さ
れ

て
い
た
。終

わ
り
に

　

こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
生
き
様
を
通
し
て
、

自
分
自
身
の
生
き
方
を
考
え
て
い
く
と
い
う
よ
う

な
作
品
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
一
生
涯
、
主
体
的

な
読
書
を
す
る
基
盤
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
、
善
悪
を
見
極
め
、

自
分
の
考
え
を
表
現
で
き
る
自
立
し
た
人
間
を
育

成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
た
め

に
も
、
教
師
自
身
が
ま
ず
多
く
の
良
書
を
読
み
、

今
の
生
徒
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
必
要
な
教
材
を
開

発
で
き
る
よ
う
に
成
長
し
て
い
き
た
い
。

2

3

  

自
分
は
何
を
大
切
に
し
て
生
き
る
の
か　

　

私
は
、
生
き
て
い
く
う
え
で
の
プ
ラ
イ
ド
を
持
っ

て
い
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
の
私
の
プ
ラ
イ
ド
は
、
ど

ん
な
に
つ
ら
い
事
が
あ
っ
て
も
人
前
で
泣
か
ず
に
強

気
で
い
る
事
、
二
つ
目
、
人
に
や
さ
し
く
す
る
事
、

何
に
お
い
て
も
、
冷
静
に
自
分
だ
け
で
な
く
他
人
の

事
も
考
え
て
あ
げ
る
事
で
す
。

　

何
故
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
た
か
と
言
う
と
、
私
は
、

小
学
校
の
時
に
『
い
じ
め
』
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

い
じ
め
ら
れ
て
い
る
私
が
泣
い
た
ら
、
相
手
は
楽
し

ん
で
く
る
と
思
っ
た
か
ら
、
ど
ん
な
に
つ
ら
い
事
が

あ
っ
て
も
泣
か
な
い
と
決
め
ま
し
た
。

　

二
つ
目
の
は
、
人
に
嫌
わ
れ
る
の
が
も
の
す
ご
く

い
や
だ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

私
は
、
ま
だ
、
こ
の
プ
ラ
イ
ド
を
一
回
も
や
ぶ
っ

て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
れ
か
ら
も
私
は
、
自
分
の
プ
ラ
イ
ド
を
死
ぬ
ま

で
ま
も
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

実践編
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6

　

先
日
、「
少
年
の
日
の
思
い
出
」

の
授
業
を
し
ま
し
た
。
初
発
の
感
想

を
書
か
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
場
面

を
押
さ
え
た
り
、
構
成
を
考
え
さ
せ

た
り
し
た
あ
と
、
登
場
人
物
同
士
の

手
紙
の
交
換
と
い
う
設
定
で
文
章
を

書
か
せ
、
そ
れ
を
朗
読
発
表
す
る
と

い
う
授
業
で
し
た
。
終
わ
っ
た
と
き

は
、
生
徒
も
私
も
や
っ
と
終
わ
っ
た

と
い
う
感
じ
で
し
た
。

　

も
っ
と
手
際
よ
く
短
い
時
間
で
力

を
つ
け
て
や
れ
た
ら
い
い
の
に
と
思

い
つ
つ
、
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。

授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
と
き
に
、
何

を
ど
ん
な
ふ
う
に
考
え
て
準
備
を
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

14

授
業
を
つ
く
る
第
一
歩
は

「
自
分
へ
の
問
い
か
け
」か
ら

6Q

A

東
京
都
港
区
立
赤
坂
中
学
校
教
諭

甲か

斐い

利り

恵え

子こ

15

　

物
語
の
文
章
を
読
ま
せ
る
と
き
い
つ
も
不

安
に
な
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
果
た
し
て

こ
の
物
語
を
理
解
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら

す
じ
も
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
登

場
人
物
も
つ
か
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
文

学
の
授
業
で
あ
る
か
ぎ
り
、
物
語
全
体
の
構

成
も
押
さ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
現
の

特
色
に
も
気
付
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

作
者
の
述
べ
よ
う
と
し
た
主
題
も
と
ら
え
さ

せ
て
…
。
そ
れ
か
ら
、
初
発
の
感
想
は
必
ず

書
か
せ
な
け
れ
ば
…
。

　

考
え
て
み
る
と
、
私
た
ち
は
多
く
の
「
ね

ば
な
ら
な
い
」に
縛
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の「
縛

り
」
は
、
そ
の
文
章
を
「
理
解
さ
せ
る
」
た

め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
発
想

が
導
く
も
の
で
す
。「
理
解
さ
せ
る
」
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
そ
の
文
章
で
ど
ん

な
力
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

授
業
を
つ
く
っ
て
い
く
手
順
を
ふ
ま
え
な

が
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
け
ば
い
い

の
か
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

上
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
答
え
て
い
く

手
段
と
し
て
、私
は
単
元
の
前
に
必
ず「
学

習
の
流
れ
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト
を
作
り
、

学
習
の
流
れ
と
目
標
を
生
徒
に
伝
え
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
（
P.

16
資
料
１
）。
単
元

ご
と
に
指
導
案
を
作
る
の
は
と
て
も
大
変

で
す
が
、
こ
の
方
法
な
ら
生
徒
に
も
伝
わ

り
、
一
石
二
鳥
で
す
。

　

ま
ず
は
単
元
名
を
工
夫
し
、
ど
の
よ
う

な
力
を
つ
け
る
た
め
に
こ
の
単
元
を
学
習

す
る
の
か
を
整
理
し
ま
す
。
そ
し
て
、
何

時
間
計
画
で
、
ど
の
よ
う
な
活
動
が
あ
る

の
か
を
明
確
に
し
、
学
習
の
イ
メ
ー
ジ
が

浮
か
ぶ
よ
う
に
し
ま
す
。

　

こ
の
「
学
習
の
流
れ
」
作
り
の
作
業
を

通
し
て
学
習
全
体
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
手
引
き
が
必
要
か
、

ど
ん
な
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
作
っ
た
ら
い
い

の
か
が
見
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

次
の
ペ
ー
ジ
に
示
し
た「
学
習
の
流
れ
」

（
資
料
１
）
は
、
三
年
の
教
材
「
握
手
」
の

単
元
で
す
。「
人
物
像
を
と
ら
え
る
力
を

つ
け
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
目
的
に
し
て

取
り
組
ん
だ
も
の
で
す
。

　

相
談
者
の
先
生
が
実
践
し
た
「
少
年
の

日
の
思
い
出
」
の
授
業
を
流
れ
に
沿
っ
て

再
現
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ

う
か
。

　

①
全
文
を
通
し
て
読
む

　

②
初
発
の
感
想
を
書
く

　

③
意
味
段
落
に
分
け
て
、
ど
の
よ
う

　
　

な
場
面
か
を
押
さ
え
る

　

④
段
落
の
構
成
を
考
え
る

　

⑤
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
手
紙
を

　
　

書
く

　

⑥
朗
読
の
工
夫
を
し
な
が
ら
手
紙
を

　
　

読
み
合
う

　

こ
れ
を
時
数
に
し
て
み
る
と
、
最
低
で

も
八
時
間
、
も
し
か
し
た
ら
十
時
間
ぐ
ら

い
か
か
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

一
つ
の
教
材
を
じ
っ
く
り
読
み
込
む
こ
と

が
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
週
に
三
時
間
か
四
時
間
と
い
う
こ

と
を
考
え
る
と
、
ひ
と
月
近
く
同
じ
教
材

に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
や
っ
と
終
わ
っ
た
」
と
感
じ
る
の
も
当

然
で
す
ね
。

　

こ
の
実
践
を
見
て
み
る
と
、
大
き
な
活

動
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
「
手
紙
を

書
く
」
と
い
う
文
体
変
換
の
活
動
、
も

う
一
つ
は
「
朗
読
発
表
会
」。
そ
の
前
に
、

文
章
を
理
解
す
る
た
め
の
作
業
が
い
く
つ

か
入
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な

り
重
い
単
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
全
部
丁

寧
に
や
っ
て
い
る
こ
と
が
負
担
に
な
り
、

何
の
た
め
の
学
習
か
が
か
え
っ
て
見
え
な

い
状
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
先
ほ
ど
述

べ
た
「
理
解
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
「
縛
り
」
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
う
い
う
状
態
に
な
ら
な
い
た
め

に
は
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
単
元
を
つ
く
っ
て
い
く
と
き
に
、

自
分
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
を

し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
問
い
を
解
決
し

な
い
ま
ま
取
り
組
ん
で
し
ま
う
と
、
教
師

自
身
が
何
の
た
め
に
こ
の
授
業
を
し
て
い

る
の
か
と
い
う
目
的
を
見
失
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
焦
点
化

さ
れ
な
い
授
業
」、「
漫
然
と
進
め
ら
れ
て

い
る
授
業
」
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

時
間
が
ど
ん
ど
ん
延
び
て
し
ま
い
、
生
徒

に
は
「
ま
た
や
る
の
？
」
と
言
わ
れ
て
し

ま
っ
た
り
し
ま
す
。
真
剣
に
や
っ
て
い
る

の
に
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
興
味
を
な

く
し
て
い
き
ま
す
。
悲
し
く
な
り
ま
す
ね
。

こ
の
活
動
を
ス
ム
ー
ズ
に
進

め
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
の

よ
う
な
手
引
き
が
必
要
か
。

（
手
引
き
）

つ
け
た
い
力
を
実
現
す
る
の

に
適
切
な
活
動
は
ど
の
よ
う

な
も
の
か
。（
活
動
選
択
）

自
分
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
た

い
の
か
。（
活
動
内
容
）

ど
の
く
ら
い
の
時
数
で
や
る

の
か
。（
時
数
）

今
ま
で
、
ど
ん
な
こ
と
を

学
習
し
て
き
た
か
。（
学
習
歴
）

こ
の
教
材
で
、
ど
ん
な
力
を

つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

（
目
標
）

自
分
へ
の
問
い
か
け
を



人
物
像
を
と
ら
え
る

─
「
握
手
」を
読
む

　
■
学
習
の
流
れ

①
学
習
の
流
れ
を
知
る

②
「
握
手
」（
井
上
ひ
さ
し
）
を
読
む

③
人
物
像
を
と
ら
え
る
練
習
（
小
さ
な
文
章
か
ら
）

④
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
学
習

⑤
友
達
の
と
ら
え
た
「
ル
ロ
イ
神
父
」
の
人
物
像

⑥
「
握
手
」
を
語
る
（
二
百
字
作
文
）

⑦
ま
と
め

⑧
学
習
の
ふ
り
か
え
り

▼
文
章
の
中
か
ら
人
物
像
に
関
わ
る
表
現
を
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る

▼
文
章
中
の
表
現
か
ら
人
物
像
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る

▼
と
ら
え
た
人
物
像
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
が
で
き
る

目 

標

16

「
や
ら
な
い
こ
と
」
で

メ
リ
ハ
リ
が
出
る

人物像を確認したあと、作品全体を見
直す目的もあって、取り組ませたもの
です。二百字に限定したのは、コンパ
クトであると同時に、都立高校入試に
二百字作文が出題されるからです。

この二つはいつもセットで考えていま
す。単元の最後には必ずやっています。

生徒の書いたワークシートをコ
ピーし、人物像の確認をします。

単元の初めに学習のスター
トとゴールを明確にします。

資料３参照

今回はＣＤを聞きます。「ＣＤ
を聞きながら、どんな人物か
わかる表現があったらチェッ
クしなさい。」と指示しました。

今回は、目標が明確に
なる単元名にしました。

6

17

　

目
の
前
に
問
い
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
た

ち
は
物
事
を
考
え
ま
す
。
考
え
る
力
が
あ
る
か

な
い
か
は
、
問
い
を
立
て
る
力
が
あ
る
か
な
い

か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ど
ん
な
力

を
つ
け
た
く
て
こ
の
文
章
を
読
む
の
か
、
そ
の

た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
活
動
が
効
果
的
か
、
こ

の
学
習
に
練
習
は
必
要
か
、
今
ま
で
の
授
業

の
ど
う
い
う
点
が
生
か
せ
る
の
か
、
そ
の
よ

う
な
問
い
を
常
に
立
て
る
こ
と
が
私
た
ち

教
師
の
力
に
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い

ま
す
。
が
ん
ば
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
次
の
文
章
か
ら
ど
の
よ
う
な

人
物
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
か

俊
介
は
お
母
さ
ん
の
悪
口
を
言

わ
れ
、
泣
き
な
が
ら
友
達
に
飛

び
か
か
り
ま
し
た
。

↓

◀
資
料
３

◀
資
料
２

　

人
物
像
を
つ
か
む
た
め
の
練
習
学
習

　

若
い
教
師
の
み
な
さ
ん
が
心
配
に
な
る

の
は
多
分
、
②
の
あ
と
ど
う
し
た
ら
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
初

に
も
書
き
ま
し
た
が
、
物
語
は
ま
ず
、
初

発
の
感
想
か
ら
始
ま
っ
て
、
あ
ら
す
じ
を

押
さ
え
…
と
い
う
よ
う
に
、
ど
う
し
て
も

考
え
が
ち
で
す
。

　

で
も
、
そ
ん
な
に
心
配
し
な
く
て
も
大

丈
夫
で
す
。
④
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
「
人

物
像
を
と
ら
え
る
」（
資
料
３
）
の
学
習
で
、

子
ど
も
た
ち
は
物
語
の
中
に
ぐ
ん
と
入
っ

て
い
き
ま
す
。
今
回
の
目
的
は
「
人
物
像

を
と
ら
え
る
」
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
ほ

か
の
こ
と
を
思
い
切
っ
て
や
ら
な
い
こ
と

が
、
授
業
に
メ
リ
ハ
リ
を
生
む
こ
と
に
な

り
ま
す
。「
や
ら
な
い
こ
と
」
が
む
し
ろ

授
業
に
魅
力
を
生
む
の
で
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
読
ん
だ
あ
と
は
、

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
さ
え
や
れ
ば
い
い
ん
だ
と

簡
単
に
考
え
て
し
ま
う
の
も
危
険
で
す
。

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
そ
の
も
の
の
吟
味
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
が
ス

ム
ー
ズ
に
で
き
る
よ
う
な
指
示
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
、
例
を
示
さ
な
く
て
い
い
の

か
、
練
習
は
必
要
か
と
問
い
か
け
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

私
は
今
回
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
確
実
に

や
ら
せ
る
た
め
に
、
小
さ
な
練
習
学
習
を

組
み
込
み
ま
し
た
（
資
料
２
）。
ほ
ん
の
五

分
ほ
ど
の
小
さ
な
学
習
で
す
が
、
と
て
も

効
果
的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
短
い
文
章
を
黒
板
に
書
い
て
問
い

か
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
人
物
の
言

動
（
こ
こ
で
は
行
動
）
や
描
写
か
ら
人
物

像
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確

認
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
〜
な
人
」
と
短

く
言
い
切
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、「
〜
す

る
・
で
き
る
〜
な
人
」
と
い
う
よ
う
に
長

く
書
く
よ
う
に
指
示
し
ま
し
た
。

　

次
に
示
す
も
の
が
子
ど
も
た
ち
が
書
い

た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
す
（
資
料
３
）。
授
業

で
は
五
・
六
人
分
を
印
刷
し
て
配
り
、
ル

ロ
イ
神
父
の
人
物
像
を
押
さ
え
ま
し
た
。

同
じ
部
分
を
抜
き
出
し
て
い
て
も
人
物
像

の
表
現
に
幅
が
あ
り
、
そ
れ
も
お
も
し
ろ

い
と
思
い
ま
し
た
。
友
達

か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん

だ
学
習
で
し
た
。

　

こ
の
学
習
の
あ
と
に
、

「
学
習
の
流
れ
」
⑥
の

二
百
字
作
文
を
や
り
ま
し

た
。
文
章
を
読
ん
で
自
分

の
考
え
を
ま
と
め
る
力
を

つ
け
る
た
め
で
す
。
こ
こ

で
書
か
せ
た
文
章
も
⑦
の

ま
と
め
で
数
人
分
を
印
刷

し
、
⑧
の
学
習
の
ふ
り
か

え
り
に
生
か
し
ま
し
た
。

④以降の学習がスムーズに
いくように、練習学習を用
意しました。（資料２）

◀
資
料
１　

学
習
の
流
れ



山梨学院短期大学教授

松
まつ

野
の

洋
ひろ

人
と ＜＜

「
ゼ
ブ
ラ
」
を
例
に

2

は
じ
め
に

1

読
書
へ
の
誘
い

3
　

そ
れ
に
対
し
て
、
読
書
教
材
は
対
照
的
で
す
。

読
書
教
材
が
担
っ
て
い
る
役
割
は
、
生
徒
た
ち

を
い
か
に
読
書
に
誘い
ざ
ない
、
豊
か
な
読
書
生
活
に

導
く
か
と
い
う
一
点
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
表
現

の
細
部
に
こ
だ
わ
り
、
書
か
れ
方
を
詳
細
に
精

査
す
る
必
要
は
な
い
の
で
す
。
大
事
な
こ
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
教
材
の
特
性
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

生
徒
の
興
味
・
関
心
の
対
象
を
い
か
に
抽
出
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

光
村
の
教
科
書
で
は
、
七
月
と
十
二
月
の
そ

れ
ぞ
れ
後
半
、
即
ち
長
期
休
業
の
直
前
に
「
本

の
世
界
を
広
げ
よ
う
」
と
い
う
教
材
を
配
置
し

て
い
て
、
文
章
の
種
類
は
、
各
学
年
と
も
七
月

は
文
学
（
小
説
）、
十
二
月
は
説
明
的
な
文
章

で
統
一
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
第
二
学
年
の
七
月
に
配
置
さ
れ

て
い
る
「
ゼ
ブ
ラ
」
を
取
り
上
げ
て
、
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
ゼ
ブ
ラ
」
を
読
ん
で
、
生
徒
た
ち
は
何
に

心
を
留
め
る
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
授
業
を

行
っ
た
こ
と
の
あ
る
先
生
た
ち
の
報
告
に
私
自

身
の
意
見
を
も
少
し
加
え
て
整
理
し
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

第
一
は
、「
心
の
交
流
」
と
い
う
観
点
で
す
。

そ
の
中
心
が
、
ゼ
ブ
ラ
と
ウ
ィ
ル
ス
ン
さ
ん
と

の
心
の
通
い
合
い
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
仄ほ

の

か
な
対
異
性
感
情
を
も

伴
っ
た
ゼ
ブ
ラ
と
ア
ン
ド
リ
ア
と
の
交
流
、
ベ

　

新
し
い
学
年
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
一
年

間
、
全
国
の
国
語
の
教
室
に
お
い
て
充
実
し
た

言
葉
（
国
語
）
の
学
習
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
い
わ
ゆ
る
読
書
教
材
の
扱
い
に
つ

い
て
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
い

わ
ゆ
る
読
解
教
材
と
読
書
教
材
と
の
性
格
の
違

い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

読
解
教
材
が
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
生
徒
一
人
一
人
の
言
語
能
力
の
伸
長

で
す
。
学
習
活
動
は
、
書
か
れ
て
い
る
事
柄
よ

り
、事
柄
の
書
か
れ
方
の
精
査
（
表
現
の
吟
味
）

に
中
心
が
置
か
れ
ま
す
。
↘

ア
ジ
ア
）、
そ
し
て
「
ゼ
ブ
ラ
」（
二
年
・
ア
メ

リ
カ
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
地
域
別
に
一
作
品
ず
つ

教
材
と
し
て
採
用
し
て
い
ま
す
。
な
か
な
か
細

か
い
と
こ
ろ
に
ま
で
気
配
り
が
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
日
頃
青
少
年
向
け
流
行
作
品
し
か
手
に

し
な
い
よ
う
な
生
徒
た
ち
に
、
翻
訳
文
学
に
目

を
開
か
せ
る
契
機
と
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願

い
も
込
め
ら
れ
た
作
品
な
の
で
す
。

　

正
直
に
言
え
ば
、
中
学
生
の
発
達
に
精
神
的

に
も
言
語
的
に
も
適
合
し
、
彼
ら
の
心
を
育
て

る
力
が
あ
る
作
品
で
あ
れ
ば
何
を
読
ん
で
も
よ

い
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
読
書
指
導
に

は
な
り
ま
せ
ん
し
、「
ゼ
ブ
ラ
」
を
読
む
必
然

性
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
ゼ
ブ
ラ
」
と
有
機
的
関
連
を
も
っ
て
読
書

に
誘
う
と
す
れ
ば
、
ま
ず
前
項
で
示
し
た
観
点

を
切
り
口
に
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。「
心

の
交
流
」「
平
和
・
戦
争
」「
障
害
」
な
ど
、
す

べ
て
普
遍
的
テ
ー
マ
で
す
し
、
青
少
年
向
き
の

作
品
も
数
多
く
存
在
し
ま
す
の
で
、
比
較
的
容

易
に
誘
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、「
翻
訳
文
学
」
と
い
う
観
点
で
も
中
学
生

に
相ふ
さ
わ応
し
い
作
品
が
数
多
く
出
版
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

具
体
的
に
は
、
ま
ず
「
ゼ
ブ
ラ
」
直
後
の

二
ペ
ー
ジ
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
読
書
案
内
」、

巻
末
資
料
「
学
習
を
広
げ
る
」
の
「
本
と
の
出

会
い
」（「
国
語
２
」p.

226
〜
p.

227
）
に
リ
ス

ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
百
冊
の
本
の
中
か
ら
、

前
掲
観
点
に
関
連
し
た
作
品
を
選
ば
せ
る
と
よ

い
で
し
ょ
う
。

　

次
に
学
校
図
書
館
と
の
連
携
を
考
え
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
学
校
図
書
館
を
「
計
画
的
に
利

用
し
そ
の
機
能
の
活
用
を
図
」
る
こ
と
は
、
新

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
総
則
」

や
「
国
語
」
の
「
指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の

取
扱
い
」
の
項
な
ど
で
取
り
上
げ
、
強
調
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
司
書
や
司
書
教
諭
等
の
協

力
も
得
な
が
ら
、
前
掲
観
点
に
関
連
し
、
し
か

も
中
学
生
に
相
応
し
い
作
品
を
選
び
、
生
徒
た

ち
に
紹
介
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
際
、

図
書
館
の
中
に
「『
ゼ
ブ
ラ
』
関
連
コ
ー
ナ
ー
」

な
る
も
の
を
設
置
で
き
れ
ば
読
書
へ
の
誘
い
に

効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
夏
季
休
業
に
向
け
て
、

「
本
を
読
も
う
」
と
い
う
気
持
ち
を
一
人
一
人

の
生
徒
に
呼
び
起
こ
す
よ
う
な
読
書
へ
の
誘
い

を
工
夫
し
た
い
も
の
で
す
。

ト
ナ
ム
戦
争
で
亡
く
な
っ
た
戦
友
レ
オ
ン
に
対

す
る
ウ
ィ
ル
ス
ン
さ
ん
の
心
情
や
行
動
な
ど
に

も
、
多
く
の
生
徒
は
心
を
留
め
る
だ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。

　

次
に
、
ウ
ィ
ル
ス
ン
さ
ん
が
片
腕
を
失
う

こ
と
に
な
り
、
彼
の
親
友
レ
オ
ン
が
命
を
失

い
、
大
国
ア
メ
リ
カ
が
ベ
ト
ナ
ム
に
敗
れ
た
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
に
対
す
る
関
心
で
す
。
実
は
、
各

学
年
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
大
人
に
な
れ
な
か
っ

た
弟
た
ち
に
…
…
」（
一
年
）、「
字
の
な
い
は

が
き
」（
二
年
）、「
挨
拶
─
原
爆
の
写
真
に
よ

せ
て
」（
三
年
）
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
平
和
（
戦

争
）
教
材
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、「
ゼ

ブ
ラ
」
も
広
い
意
味
で
の
平
和
教
材
と
い
う
側

面
を
も
っ
て
お
り
、「
平
和
・
戦
争
」
と
い
う

観
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　

次
に
、「
障
害
」
と
い
う
観
点
も
考
え
ら
れ

ま
す
。
戦
争
で
片
腕
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ウ
ィ

ル
ス
ン
さ
ん
、
交
通
事
故
で
左
手
に
後
遺
症
を

抱
え
て
い
る
ゼ
ブ
ラ
、
彼
ら
が
様
々
な
状
況
の

中
で
前
向
き
に
力
強
く
生
き
て
い
く
姿
も
、
生

徒
た
ち
の
心
を
捉
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
、「
翻
訳
文
学
」
と
い
う
観
点
も

見
逃
せ
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
お
気
付
き
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
教
科
書
に
は
、「
少
年
の
日
の
思

い
出
」（
一
年
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）、「
故
郷
」（
三
年
・

読
書
教
材
の
扱
い
に
つ
い
て
　
─
「
ゼ
ブ
ラ
」（
二
年
）
を
例
に
─
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み
ち



文
字
意
識
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る

1

「
筆
脈
」
を

実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る

2

行
書
の
筆
使
い
の
基
礎
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

3

こ れ か ら の
書 写 実 践  
 ４

こ
れ
か
ら
の
書
写
指
導

4

連 

載

れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
日
常
的
に
よ
く
見
ら

れ
る
こ
と
で
す
。
日
常
の
表
記
に
お
い
て
は
、

主
役
は
や
は
り
平
仮
名
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
文

字
学
習
の
な
か
で
は
、
平
仮
名
を
取
り
立
て
て

学
ぶ
機
会
が
少
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

小
学
校
低
学
年
で
学
ん
で
以
降
は
、
ま
と
ま
っ

た
学
び
直
し
の
機
会
が
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。

私
は
こ
の
平
仮
名
の
学
び
直
し
を
、
中
学
校
に

お
け
る
初
年
次
教
育
の
な
か
で
行
う
こ
と
、
し

か
も
漢
字
の
行
書
を
学
ぶ
導
入
と
し
て
行
う
こ

と
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は

以
下
の
と
お
り
で
す
。

　

先
日
あ
る
中
学
校
の
先
生
か
ら
、
最
近
の
生

徒
の
書
く
平
仮
名
を
見
て
い
て
、「
や
」
と
読

む
の
か
「
か
」
と
読
む
の
か
迷
う
こ
と
が
あ
る
、

　

行
書
の
特
徴
と
し
て
教
科
書
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
、
①
点
画
の
丸
み
、
②
点
画
の
連
続

と
省
略
、
③
点
画
の
形
や
方
向
の
変
化
、
④
筆

順
の
変
化
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
で
す
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
よ
く
理
解

す
る
だ
け
で
な
く
、
特
徴
を
支
え
る
技
能
を
あ

わ
せ
て
習
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の

技
能
が
、
曲
が
り
（
回
り
）
と
折
り
返
し
（
折

れ
）
の
筆
使
い
で
す
。
行
書
の
日
常
へ
の
転
移

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
硬
筆
あ
る
い
は

毛
筆
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
筆
使
い
に
習
熟
し
て

い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
い
ず
れ
の

技
能
も
筆
圧
の
か
け
方
が
実
現
の
成
否
を
左
右

し
ま
す
か
ら
、
で
き
れ
ば
毛
筆
に
よ
っ
て
習
熟

し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
す
。

　

行
書
の
こ
れ
ら
の
筆
使
い
は
平
仮
名
の
筆
使

い
と
共
通
す
る
も
の
で
す
。し
た
が
っ
て
、行
書
の

学
習
に
先
立
つ
平
仮
名
の
学
習
で
、
共
通
す
る

筆
使
い
に
習
熟
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
を
基
礎
と

し
た
積
み
上
げ
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

現
行
の
中
学
校
第
一
学
年
用
の
書
写
教
科
書

を
見
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
教
科
書
も
単
元
が

「
楷
書
を
書
く
こ
と
」
か
ら
「
楷
書
と
仮
名
（
平

仮
名
）
を
調
和
さ
せ
て
書
く
こ
と
」
へ
と
展
開

し
、
そ
の
あ
と
に
「
行
書
を
書
く
こ
と
」
へ
移

行
し
て
い
ま
す
。
も
し
多
く
の
学
校
で
教
科
書

の
配
列
に
従
っ
て
授
業
計
画
が
立
て
ら
れ
、
実

際
に
授
業
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、「
楷
書
と
仮

名
（
平
仮
名
）
を
調
和
さ
せ
て
書
く
こ
と
」
の

学
習
の
な
か
で
の
平
仮
名
の
学
び
直
し
が
、
実

質
的
な
行
書
へ
の
導
入
と
な
り
え
て
い
る
は
ず

で
す
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
私
が
語

っ
て
い
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て

ご
放
念
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
心
配
な
の
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領

の
書
写
の
事
項
（
第
一
学
年
）
の
な
か
に
、
現

行
の
も
の
に
は
あ
る
「
漢
字
の
楷
書
と
そ
れ
に

調
和
し
た
仮
名
に
注
意
し
て
書
き
」
の
文
言
が

見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
す
。
第
二
学
年
で
は
現

行
と
変
わ
ら
ず
「
漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和

し
た
仮
名
の
書
き
方
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
学
習
内
容
の
系
統
性
か
ら
い
っ

て
、
や
や
奇
異
な
感
じ
を
受
け
る
の
も
事
実
で

す
。

　

こ
の
た
び
の
改
訂
の
趣
旨
で
あ
る
日
常
的
な

言
語
活
動
や
言
語
文
化
の
重
視
と
い
う
こ
と
を

ふ
ま
え
て
も
、
第
一
学
年
で
平
仮
名
を
取
り
上

げ
な
い
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
現

行
の
も
の
と
実
質
的
な
変
更
は
な
い
と
と
ら
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

ハ
ネ
は
、
点
画
や
筆
線
の
つ
な
が
り
＝
「
筆

脈
」
を
示
す
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
の
「
や
」
の

例
で
い
え
ば
、
左
か
ら
右
へ
向
か
う
筆
順
の
原

則
と
は
異
な
る
、
右
か
ら
左
へ
の
動
き
を
示
す

と
い
う
は
た
ら
き
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

文
字
と
い
う
図
形
を
認
識
す
る
た
め
の
要
素

と
し
て
、
文
字
の
概
形
的
な
要
素
と
特
徴
的
な

点
画
の
要
素
、
さ
ら
に
書
き
進
む
動
き
の
要
素

が
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら

の
三
つ
の
要
素
は
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
筆
順
や
主
要
画
の
書
き
方
が
概
形
に
大

き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
が
文
字
認
識
の

あ
り
よ
う
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

行
書
の
学
習
指
導
で
は
「
筆
脈
」
を
意
識
す

る
こ
と
が
、
ま
ず
求
め
ら
れ
ま
す
。
途
切
れ
る

こ
と
の
な
い
一
回
き
り
の
動
き
に
よ
っ
て
字
形

の
実
現
を
図
る
こ
と
が
定
着
し
て
い
な
い
と
、

せ
っ
か
く
学
ん
だ
技
能
が
日
常
的
な
速
書
の
場

面
で
生
か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

字
形
の
比
較
的
単
純
な
平
仮
名
で
、
ま
ず
「
筆

脈
」
を
十
分
に
意
識
し
、
筆
順
の
大
切
さ
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
は
、
行
書
学
習
に
な
め
ら
か

に
移
行
す
る
た
め
の
有
効
な
手
立
て
と
な
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

私
の
研
究
室
で
今
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
の
一
つ
に
、「
メ
モ
を
取
る
学
習
活
動

の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
」
が
あ
り
ま
す
。

小
学
校
中
・
高
学
年
の
児
童
を
対
象
と
し
た
小

さ
な
調
査
で
は
あ
り
ま
す
が
、
実
施
し
て
み
る

と
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、「
内
容
を
要
約
し
て
短
文
に
書
き
ま

と
め
る
力
」
や
「
事
項
の
関
連
性
を
紙
面
の
レ

イ
ア
ウ
ト
（
書
式
）
で
表
現
す
る
力
」
の
重
要

性
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
す
が
、
も
っ
と

も
基
本
的
な
事
項
と
し
て
、
平
仮
名
を
書
く
力

が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
時
間
的
に
余
裕
の
あ
る
場

面
で
は
漢
字
を
使
っ
て
表
記
し
て
い
た
も
の
が
、

余
裕
が
な
く
な
る
と
平
仮
名
で
代
替
し
て
表
記

す
る
よ
う
に
な
る
、
つ
ま
り
書
き
換
え
が
行
わ

と
い
う
お
話
を
聴
き
ま
し
た
。
二
つ
の
文
字
の

形
が
結
び
付
か
ず
、
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
筆
順
の
こ
と
を
考
え
ず
に
字
形

を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
と
、
曲
が
り
の
線
に
長

い
斜
め
の
線
が
交
わ
り
、
そ
の
そ
ば
に
、
は
ね

の
あ
る
短
い
線
が
寄
り
添
う
─
そ
の
形
が「
や
」

で
あ
り
同
時
に
「
か
」
で
あ
る
こ
と
は
い
か
に

も
あ
り
そ
う
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

平
仮
名
を
構
成
し
て
い
る
筆
線
そ
の
も
の
は
実

に
単
純
で
す
か
ら
、
そ
の
関
係
性
の
如い

か
ん何

に
よ

っ
て
は
、
ま
っ
た
く
別
の
文
字
に
見
え
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
例
を
取
り
上
げ
、
筆
線
の
形

や
方
向
を
問
い
、
さ
ら
に
は
「
や
」
の
第
二
筆

に
見
る
よ
う
な
は
ね
の
重
要
さ
に
気
づ
か
せ
る

こ
と
は
、
生
徒
の
文
字
意
識
を
高
め
る
う
え
で

有
効
で
す
。
文
字
と
は
本
来
、
曖
昧
で
や
わ
ら

か
な
存
在
で
す
が
、
他
方
で
は
使
用
す
る
誰
に

よ
っ
て
も
同
一
の
字
種
と
認
め
ら
れ
て
し
か
る

べ
き
厳
正
さ
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
文
字
と
い
う

も
の
は
そ
の
よ
う
な
二
面
性
を
背
負
っ
た
存
在

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
生
徒
た
ち
に
理
解
し

て
ほ
し
い
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
、
書
字
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
場
面
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
場
面
に
適

し
た
書
き
方
が
あ
る
こ
と
に
話
題
が
及
べ
ば
、

行
書
学
習
の
意
味
も
す
ん
な
り
と
理
解
で
き
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

鳥
取
大
学
教
授　

住す
み

川か
わ

英ひ
で

明あ
き

平
仮
名
の
学
習

─
行
書
学
習
へ
の
導
入
と
し
て
─

2021

平
仮
名
を
書
く
力

今
後
の
こ
と
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効
果
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
師
が
時
間
や
手
間
暇
を
か

け
て
準
備
や
指
導
法
の
工
夫
を
行
う
こ
と
で
、

生
徒
は
、
確
実
に
意
欲
的
に
書
写
学
習
に
取
り

組
む
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
手
立
て
を
講

じ
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
時
間
が
必
要
と
な
る
。

ま
た
、
ビ
デ
オ
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
毛
筆
書

写
の
技
能
も
必
要
と
な
る
。
毛
筆
を
得
意
と
し

な
い
教
師
は
、
他
の
教
師
や
書
道
部
の
生
徒
、

毛
筆
書
写
の
得
意
な
生
徒
の
協
力
を
得
る
こ
と

も
必
要
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
、
教
師
の

書
写
授
業
に
か
け
る
意
欲
が
い
ち
ば
ん
大
切
だ

と
考
え
る
。

　

課
題
と
な
る
文
字
の
提
示
の
仕
方
に
つ
い
て

は
、
教
科
書
の
手
本
だ
け
を
よ
く
見
て
書
く
よ

う
に
指
示
し
た
と
き
よ
り
も
、
書
き
込
み
を
し

た
手
本
を
与
え
た
と
き
の
方
が
字
形
や
配
列
が

整
っ
た
文
字
を
書
く
こ
と
が
で
き
て
い
た
。

　

ビ
デ
オ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
各
自
で
練
習

す
る
時
間
に
筆
を
止
め
て
ビ
デ
オ
に
目
を
向
け

る
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
、
ビ
デ
オ
を
見
て
部
分

的
に
練
習
を
行
う
姿
が
見
ら
れ
た
。

　

学
習
形
態
の
工
夫
に
お
い
て
は
、
少
し
で
も

良
い
評
価
を
得
よ
う
と
懸
命
に
書
く
姿
が
見
ら

れ
た
り
、
得
意
な
生
徒
が
苦
手
な

生
徒
に
書
い
て
見
せ
た
り
す
る
姿

も
見
ら
れ
た
。

　

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
を
活
用
し
て

の
鑑
賞
会
は
、
自
分
の
作
品
が
映

し
出
さ
れ
る
こ
と
に
照
れ
や
恥
ず

か
し
さ
を
感
じ
る
生
徒
も
多
か
っ

た
が
、
前
向
き
な
コ
メ
ン
ト
を
加

え
る
こ
と
に
よ
り
、
楽
し
み
な
が

ら
作
品
鑑
賞
を
行
っ
て
い
た
。

　

中
国
服
の
着
用
に
つ
い
て
は
、

生
徒
に
も
好
評
で
あ
り
、
生
徒
の

立
場
か
ら
い
え
ば
書
写
の
時
間
と

し
て
の
気
持
ち
の
切
り
替
え
に
も

❸ 

学
習
形
態
等
の
工
夫

　

隣
席
や
グ
ル
ー
プ
の
生
徒
と
相
互
評
価
及
び

相
互
指
導
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
目
標
の
明

確
化
と
意
欲
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

ア　

一
枚
練
習
す
る
ご
と
に
、
評
価
シ
ー
ト

の
項
目
に
基
づ
い
て
隣
席
の
生
徒
と
相

互
評
価
を
行
う
。（
資
料
４
）

イ　

毛
筆
書
写
の
得
意
な
生
徒
と
そ
う
で

は
な
い
生
徒
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
グ
ル
ー

プ
に
配
置
し
て
、
得
意
な
生
徒
が
実
技

指
導
の
支
援
を
行
う
グ
ル
ー
プ
学
習
の

形
も
随
時
試
み
て
い
る
。

❹ 

デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
撮
影
に
よ
る

　

 

鑑
賞
会
の
実
施

　

第
一
時
に
書
い
た
「
試
書
」
と
第
三
時
に
書

い
た
「
ま
と
め
書
き
」
を
並
べ
て
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
で
撮
影
し
、
学
級
生
徒
全
員
の
作
品
を
順

番
に
テ
レ
ビ
に
映
し
出
し
て
、
生
徒
が
達
成
感

を
得
ら
れ
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
が
ら
、

鑑
賞
会
を
行
う
。

 

❺ 

教
師
の
服
装
の
工
夫

　

書
写
の
時
間
の
雰
囲
気
作
り
と
、
机
間
指
導

の
際
の
汚
れ
を
気
に
し
な
く
て
も
す
む
と
い
う

利
便
性
か
ら
、書
写
の
時
間
は
中
国
服（
黒
の
カ

ン
フ
ー
服
？
の
よ
う
な
も
の
）を
着
用
し
て
い
る
。

　

私
は
、
生
徒
が
関
心
・
意
欲
を
も
っ
て
書
写

学
習
に
楽
し
く
取
り
組
む
た
め
に
は
、
指
導
者

で
あ
る
教
師
が
教
材
研
究
を
惜
し
ま
ず
、
指
導

法
の
工
夫
を
行
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
。

❶ 

課
題
と
な
る
文
字
の
提
示
の

　

 

仕
方
の
工
夫

　

課
題
と
な
る
文
字
を
提
示
す
る
と
き
に
教
科

書
の
手
本
を
基
に
し
た
工
夫
を
行
っ
て
い
る
。

ア　

半
紙
に
対
す
る
文
字
の
大
き
さ
や
点

画
の
配
置
を
確
認
し
や
す
く
す
る
た
め

に
、
縦
と
横
に
三
本
の
線
を
書
き
入
れ

て
提
示
す
る
。（
資
料
１
）

イ　

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
の
点
画
の
長
さ
や

位
置
が
分
か
る
よ
う
に
、
破
線
を
書
き

入
れ
て
提
示
す
る
。（
資
料
２
）

ウ　

注
意
し
て
書
く
箇
所
に
、
直
接
説
明
を

書
き
入
れ
て
提
示
す
る
。（
資
料
３
）

※
ア
に
関
し
て
は
、
ア
と
同
じ
分
割
線
を
半
紙

に
引
か
せ
て
、
下
敷
き
代
わ
り
に
し
て
書
か

せ
る
こ
と
も
あ
る
。（
美
術
の
レ
タ
リ
ン
グ

の
技
法
を
応
用
し
た
形
で
行
う
。）

 

❷ 

自
作
ビ
デ
オ
を
用
い
た
指
導

　

教
師
が
書
い
て
い
る
様
子
を
事
前
に
ビ
デ
オ

カ
メ
ラ
で
撮
影
し
、
そ
れ
を
授
業
中
に
活
用
し

て
い
る
。
活
用
の
仕
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ア　

授
業
の
は
じ
め
に
教
室
の
テ
レ
ビ
を

使
っ
て
ビ
デ
オ
を
放
映
し
な
が
ら
、
口

頭
で
、
筆
順
や
筆
使
い
、
書
く
と
き
の

ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
説
明
す
る
。

イ　

生
徒
が
練
習
す
る
と
き
に
、
ビ
デ
オ
を

繰
り
返
し
放
映
し
、
必
要
に
応
じ

て
ビ
デ
オ
を
見
る
よ
う
に
指
示
す
る
。

※
イ
に
関
し
て
は
、
ビ
デ
オ
の
放
映
と

並
行
し
て
机
間
指
導
を
行
う
。
ビ
デ

オ
だ
け
で
な
く
、
添
削
指
導
や
筆
を

持
っ
て
の
直
接
指
導
を
行
う
こ
と

で
、
テ
ィ
ー
ム
・
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
に
似

た
形
を
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

1
実
践
の
趣
旨

3
成
果
と
課
題

2
指
導
の
実
際

◀
資
料
１

◀
資
料
２

◀
資
料
３

▶
資
料
４

宮
崎
県
宮
崎
市
立
宮
崎
東
中
学
校
教
諭　

村む
ら

田た

公ひ
ろ

尚ひ
さ

連
載

新
し
い
書
写
実
践
の
試
み

10

書
写
授
業
へ
の

関
心・
意
欲
を
高
め
る
工
夫



教科書編集部便り

移行期関連資料について
弊社ホームページ（光村チャンネル）に、
移行期関連資料が掲載されています。ぜひ
ご活用ください。
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/Data/ikou/

平成21年度版教科書　正誤訂正箇所
■国語2　P.130 脚注　

※イースター島の人口の増加により、
　本文を修正いたしました。

■学習指導書2下　P.267 下段

申し訳ございませんが、ご指導の際ご留
意くださいますようお願い申し上げます。

　ご意見・ご感想、取り上げてほしいテーマ
などがありましたら、ぜひ広報部までお寄せ
ください。お待ちしております。
F A X  03−3493−5483
E-mail  koho@mitsumura-tosho.co.jp

お知らせ

クリティカルな読みの力
〜幅広い観点から、自分の意見を形成する

　新しい学習指導要領では、いくつかの指
導事項が新設されました。その中の一つに

「読むこと」の指導事項である「自分の考え
の形成」があります。
　PISA調査では、日本の生徒たちの「ク
リティカルな」読みの力が十分でないこと
が指摘されました。クリティカルには、「批
判的。評価する。批評する。」という意味
があります。「批判」という言葉には、やや
マイナスのイメージが伴うようで、これま
では、クリティカルな読みの指導があまり
行われてこなかったような気がします。し
かし、クリティカルな読みの力とは、決し
て否定的な読みばかりを学ばせるというこ
とではありません。例えば、同じ作者の作

品を読んだり、同じテーマを扱った作品を
読み比べたりといったことから、自分なり
の読みの観点を立てられるようになります。
そのようなところから評価しながら読む力
や、批評できる力の育成が図られていくの
ではないでしょうか。
　好きな本を読むときなどに、読んで楽し
むことに加えて、少し意識的に、書き手で
ある作者のものの見方や考え方が表れてい
る部分に着目してみること、そして、読み
手である自分がそのときに感じた共感、疑
問、批判などの、ものの見方や考え方に広
げていくことが、幅広い観点に立ったクリ
ティカルな読みの力を向上させるための練
習になっていくと思います。

移行措置期間にお
け る 年 間 指 導 計
画資料の作成にあ
たって

移行措置期間に、どのように
して年間指導計画を立てた
らよいのか、そのポイントを
示した資料です。

単元系統一覧表 現行の単元系統一覧表に、新
規で加わった項目を赤字で
示しました。

指導事項配列表 現行の指導事項配列表に、新
規で加わった項目を赤字で
示しました。

学習指導要領
新旧対照表

新旧の学習指導要領を並べ
て表示し、変更された部分
や、新規で加わった点をわか
りやすく示しました。

年間指導計画 現行教科書の単元・教材につ
いて、時数や扱い方が変わる
ところをわかりやすく示した
年間指導計画資料です。

原文 訂正
人口は二千百人ほど。 人口は四千六百人ほど。

原文 訂正
13行目 借り…連用形 借り…未然形

19行目
「教え」の解答の後に
い（る）…（ア行）上一段活用  未然形
が入ります。


