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読
む
こ
と
を
書
く
こ
と
に
生
か
す
指
導

「
文
章
の
特
徴
を
捉
え
て
リ
ラ
イ
ト
に
生
か
そ
う
」

二
年
P

42
「
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の
原
因
を
探
る
」

は
じ
め
に

　

説
明
的
文
章
の
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、
筆
者
の
述
べ

進
め
方
を
手
本
に
し
な
が
ら
作
文
す
る
と
い
う
学
習
活

動
の
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
学

習
指
導
要
領
の
「
読
む
こ
と
」
と
「
書
く
こ
と
」
の
指

導
事
項
を
見
比
べ
る
と
、
共
通
す
る
こ
と
も
多
く
、
生

徒
が
読
む
こ
と
で
得
た
知
識
を
書
く
こ
と
に
生
か
す
こ

と
で
、
互
い
を
高
め
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
か
ら
だ
。

　

本
教
材
は
、
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
検
証
す
る
形
で

本
論
が
述
べ
進
め
ら
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
小
見
出
し

が
付
け
ら
れ
た
り
、
図
や
グ
ラ
フ
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ

た
り
す
る
な
ど
、
目
を
引
く
特
徴
が
多
く
、
ま
た
、
完

成
度
が
高
い
の
で
、
生
徒
が
書
く
活
動
に
取
り
組
む
際

の
手
本
と
な
り
得
る
。
そ
こ
で
、
文
章
を
読
み
、
学
ん

だ
こ
と
を
生
か
し
て
、
話
題
や
内
容
が
似
て
い
る
も
の
の
、

異
な
る
趣
旨
で
書
か
れ
た
文
章
を
リ
ラ
イ
ト
す
る
活
動

を
課
し
た
い
と
考
え
た
。
リ
ラ
イ
ト
す
る
文
章
と
し
て

は
、「
フ
シ
ダ
カ
バ
チ
の
秘
密
」（
ア
ン
リ・
フ
ァ
ー
ブ
ル
作・

吉
田
晴
男
訳
、
光
村
図
書
『
国
語
１
』
昭
和
62
年
度
版
）

を
用
い
た
。

指
導
計
画
（
全
七
時
間
）

■
学
習
目
標

･
情
報
と
情
報
と
の
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
し
方
を
理

　

解
し
使
う
。

･
観
点
を
明
確
に
し
て
文
章
を
比
較
す
る
な
ど
し
、文
章

　

の
構
成
や
論
理
の
展
開
、
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え

　

る
。

■
展
開

第
一
次 

文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
（
五
時
間
）

第
一
時 

学
習
の
見
通
し
を
持
つ・本
文
の
概
略
を
捉
え
る
。

第
二
時 

「
フ
シ
ダ
カ
バ
チ
の
秘
密
」
を
読
み
、「
ク
マ
ゼ

 

ミ
増
加
の
原
因
を
探
る
」
を
比
較
す
る
。

第
三
時 

「
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の
原
因
を
探
る
」
の
工
夫
や

 

特
徴
に
注
目
し
、
リ
ラ
イ
ト
の
「
手
引
き
」

 

や
「
ひ
な
形
」
を
作
る
目
的
で
本
文
を
読
む
。

第
二
次 

文
章
を
リ
ラ
イ
ト
す
る
（
二
時
間
）

第
六
時 

「
前
提
」「
仮
説
１
」「
仮
説
２
」
の
項
目
を
立
て
、

 

「
フ
シ
ダ
カ
バ
チ
の
秘
密
」
を
も
と
に
、
リ
ラ

 

イ
ト
す
る
。

第
七
時 

友
達
の
作
品
と
の
相
違
点
に
注
目
し
、
そ

 

の
意
図
を
確
認
し
合
う
。

指
導
の
工
夫
・
学
習
の
実
際

▼
第
一
時 

「
自
覚
的
な
学
び
」
の
た
め
に
、
仮
説
・
検

証
型
の
文
章
を
書
く
と
き
に
、
今
ま
で
の
国
語
の
学
習

で
役
立
っ
た
こ
と
や
、
困
っ
た
こ
と
を
振
り
返
り
、
交
流

さ
せ
た
。
ま
た
、「
困
っ
た
こ
と
」
を
も
と
に
、
本
単
元

に
お
け
る
学
習
テ
ー
マ
を
各
自
に
立
て
さ
せ
た
。

　

本
文
を
読
む
前
に
は
、
滋
賀
県
に
お
い
て
も
ク
マ
ゼ
ミ

が
増
加
し
て
い
る
原
因
を
予
想
さ
せ
た
。
本
文
の
主
張

を
自
分
事
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の

原
因
を
、「
地
球
温
暖
化
」
と
一
言
で
片
付
け
て
し
ま
い

が
ち
な
自
分
た
ち
の
姿
を
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。 

▼
第
二
時 

ま
ず
、「
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の
原
因
を
探
る
」

と
「
フ
シ
ダ
カ
バ
チ
の
秘
密
」
の
、
二
つ
の
文
章
を
読
み

比
べ
て
、
相
手
意
識
と
目
的
意
識
の
違
い
が
、
構
成
や

叙
述
に
ど
う
影
響
し
て
い
る
の
か
を
読
み
取
ら
せ
た
。
同

時
に
、
生
徒
に
は
中
学
校
二
年
生
を
相
手
と
し
、
フ
シ

ダ
カ
バ
チ
の
「
秘
密
」
を
論
理
的
に
説
明
す
る
と
い
う

目
的
で
リ
ラ
イ
ト
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

▼
第
三
時
〜
第
四
時 

第
二
時
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

「
秘
密
」
を
論
理
的
に
説
明
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て

リ
ラ
イ
ト
す
る
な
ら
、「
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の
原
因
を
探
る
」

か
ら
、
筆
者
の
述
べ
進
め
方
の
工
夫
の
う
ち
、
何
を
役

立
て
ら
れ
そ
う
か
、意
見
交
流
を
し
な
が
ら
「
前
提
」「
小

見
出
し
」「
仮
説
（
と
検
証
）」
に
絞
っ
た
。
そ
の
う
え
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
書
く
と
き
に
役
立
つ「
手
引
き
」（
も

し
く
は
「
ひ
な
形
」）
を
作
る
目
的
で
、
該
当
部
分
を
分

析
的
に
読
ん
だ
。

　
「
前
提
」
は
「
前
提
を
示
し
た
理
由
」
を
考
え
さ
せ
、

交
流
す
る
こ
と
で
迫
っ
た
。
こ
の
場
合
、
実
際
に
は
検
証

の
結
果
、
否
定
さ
れ
、
本
文
に
も
書
か
れ
な
か
っ
た
、
た

く
さ
ん
の
「
仮
説
」
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
想
像
さ

せ
な
が
ら
、「
前
提
」
に
は
、
事
実
に
基
づ
く
合
理
的
な

判
断
の
結
果
、
仮
説
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
者

に
示
す
働
き
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

生
徒
の
作
っ
た
ひ
な
形

○
○
と
い
う
事
実
は
、
△
△
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
□
□

に
つ
い
て
調
べ
る
と
よ
い
。

　
「
小
見
出
し
」
を
抜
い
た
本
文
を
配
布
し
、「
そ
の
段

落
の
中
心
と
な
る
話
題
を
示
す
名
詞
で
終
わ
る
」
と
い

う
条
件
で
書
か
せ
た
。
し
か
し
、リ
ラ
イ
ト
の
「
手
引
き
」

を
作
成
す
る
た
め
に
大
事
な
の
は
、
正
し
く
小
見
出
し

を
付
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
小
見
出
し
と
文
章
全
体
の

関
係
を
捉
え
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
小
見

出
し
は
全
て
、筆
者
の
考
え
る
「
ク
マ
ゼ
ミ
増
加
の
原
因
」

で
あ
る
こ
と
を
捉
え
た
。

生
徒
の
作
っ
た
手
引
き

･
中
心
と
な
る
話
題
に
関
連
付
け
て
付
け
る
。

･
名
詞
で
終
わ
る
と
よ
い
。

▼
第
五
時　

ま
ず
、
本
文
の
「
仮
説
１
」
と
「
仮
説
２
」

に
注
目
し
、
共
通
点
を
探
ら
せ
た
。
学
級
で
共
有
し
た

い
こ
と
は
、
実
験
結
果
（
事
実
）
と
考
察
（
意
見
）
で

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、「
仮
説
１
」
と

「
仮
説
２
」
の
考
察
部
分
の
相
違
点
を
探
ら
せ
た
。
相
違

点
を
ふ
ま
え
て
、
接
続
語
に
注
目
し
な
が
ら
「
ひ
な
形
」

を
作
り
、
学
級
で
交
流
し
た
。

生
徒
の
作
っ
た
ひ
な
形

［
仮
説
１
］
Ａ
の
結
果
は
Ｂ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｃ
だ
と

言
え
る
。

［
仮
説
２
］
Ａ
に
つ
い
て
Ｂ
と
言
え
る
が
、
た
だ
、
Ｃ
を

考
え
る
と
Ｄ
と
は
言
え
な
い

▼
第
六
〜
七
時 

「
前
提
」
は
、
本
文
か
ら
引
用
し
て

使
え
そ
う
な
と
こ
ろ
、「
仮
説
」
は
、
自
分
で
立
て
て
み

た
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
交
流
さ
せ
る
な
ど
、
生
徒
の
つ
ま

ず
き
を
予
想
し
な
が
ら
全
体
指
導
に
取
り
組
ん
だ
。
リ

ラ
イ
ト
活
動
に
取
り
組
み
始
め
て
か
ら
の
個
別
指
導
は
、

手
引
き
と
本
文
を
再
確
認
さ
せ
る
よ
う
に
言
葉
が
け
を

し
た
。
作
品
の
交
流
で
は
、
根
拠
の
過
不
足
や
、
事
例

を
ど
の
く
ら
い
詳
細
に
書
く
か
な
ど
に
つ
い
て
、
本
文
に

立
ち
返
っ
て
確
認
す
る
姿
が
見
ら
れ
た
。

お
わ
り
に

　

本
校
で
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
「
BIW
A
K
O　

T
IM
E」
と
い
う
、
課
題
探
究
学
習
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

異
年
齢
集
団
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
学
習
だ
が
、
生
徒
は
個

人
の
学
び
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
。
リ
ラ
イ
ト
の
教
材

と
し
て
、
卒
業
生
の
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
を
使
う
な
ど
す
る

と
、
よ
り
、
学
び
が
実
際
の
生
活
場
面
に
密
着
し
た
も

の
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
生
徒
が
必

要
性
を
感
じ
な
が
ら
学
習
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
教
材

の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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