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１
　
は
じ
め
に

『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
の
指
導
構
想
を
練
る
場
合
、
学
習
の
中
心
を

回
想
場
面
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
、
少
年
の
日
に
犯
し
て

し
ま
っ
た
苦
い
思
い
出
は
こ
の
作
品
の
大
き
な
山
場
で
あ
り
、「
僕
」
の

心
情
描
写
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
主
題
に
迫
っ
て
い
け
る
。
今
ま
で
の

自
分
の
授
業
経
験
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
ち
ょ
う
を
盗
み
、
つ
ぶ
し
て

し
ま
っ
た
「
僕
」
の
自
責
の
念
、
最
後
の
場
面
で
自
分
の
標
本
を
粉
々
に

つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
そ
の
意
味
な
ど
に
焦
点
を
当
て
て
、
回
想
場
面
に
お

け
る
「
僕
」
の
心
情
を
追
っ
て
い
く
授
業
を
展
開
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
冒
頭
部
分
が
主
題
に
迫
る
た
め
の
一
つ
の
大

き
な
鍵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
は
、「
僕
」

が
大
人
に
な
っ
て
も
そ
の
思
い
出
を
心
の
傷
跡
と
し
て
引
き
ず
っ
て
い
る

こ
と
が
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
第
三
者
的
な
人
物
で
あ
る
「
わ
た

し
」
を
登
場
さ
せ
て
、
そ
の
人
物
に
す
べ
て
を
打
ち
明
け
る
こ
と
か
ら
考

え
て
も
、
今
ま
で
誰
に
も
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
「
客
」
の
切
な
い

気
持
ち
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

・「
わ
た
し
」
と
「
客
」
の
会
話
が
、
と
て
も
暗
い
感
じ
が
し
た
。

・
こ
の
後
に
出
て
く
る
思
い
出
が
、
き
っ
と
嫌
な
思
い
出
な
の
だ
ろ
う

と
想
像
で
き
た
。

生
徒
は
、
表
現
や
情
景
描
写
か
ら
感
じ
取
れ
る
こ
と
を
頼
り
に
、
後
半

の
場
面
を
予
想
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
回
想
場
面
を
読
む
た
め
の
橋
渡
し

が
で
き
、
ス
ム
ー
ズ
に
後
半
場
面
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

作
品
の
構
成
や
展
開
、
語
り
手
が
変
わ
る
こ
と
な
ど
に
も
気
づ
く
生
徒
が

多
く
い
る
で
あ
ろ
う
。

２
　
一
読
後
、
冒
頭
部
分
に
戻
り
、
優
れ
た
情
景
描
写
を
と
ら
え
、

こ
の
場
面
の
効
果
を
考
え
る
。

生
徒
の
感
想
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
暗
い
過
去
を
際
だ
た
せ
る
要
因
が
、

冒
頭
部
分
の
情
景
描
写
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
暗
い
イ
メ
ー
ジ

を
感
じ
さ
せ
る
表
現
を
す
べ
て
挙
げ
さ
せ
る
。
周
囲
の
描
写
だ
け
で
な
く
、

こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
な
「
客
」
の
動
作
や
会
話
を
と
ら
え
て
く
る
生
徒

も
い
る
と
思
わ
れ
る
。

・「
も
う
、
結
構
」
と
言
っ
た
。

・
そ
の
思
い
出
が
不
愉
快
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
彼
は
口
早
に
そ
う

言
っ
た
。

・
残
念
な
が
ら
自
分
で
そ
の
思
い
出
を
け
が
し
て
し
ま
っ
た
。

・
彼
は
…
…
緑
色
の
か
さ
を
ラ
ン
プ
に
載
せ
た
。

こ
の
作
品
を
、
冒
頭
の
場
面
に
戻
し
て
、「
客
」
が
語
っ
た
後
の
続
き

を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
点
で
優
れ
た
情
景
描
写
を
押
さ
え
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
冒
頭
の
場
面
の
効
果
を
考
え
る
と
、
次
の
点
が
挙
が
っ
た
。

・
大
人
に
な
っ
た
今
で
も
、
心
に
大
き
な
傷
跡
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が

こ
の
場
面
で
わ
か
る
。

・
別
の
だ
れ
か
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
嫌
な
思
い
出
が
語
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
の
場
面
の
も
つ
意
味
を
各
自
が
感
じ
る
だ
ろ
う
。

冒
頭
の
場
面
を
回
想
場
面
と
比
較
を
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
見
え
て
く
る

こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

３
　
再
度
冒
頭
部
分
に
戻
り
、
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
読
み
深
め
を
行
う
。

こ
の
作
品
の
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
、
再
度
冒
頭
部
分
に
戻
っ
て
、
主

題
に
迫
る
た
め
の
読
み
深
め
を
す
る
。
そ
の
際
、
次
の
点
を
学
習
課
題
と

し
て
提
示
す
る
。

（
１
）
「
客
」
が
、
な
ぜ
少
年
時
代
の
つ
ら
い
思
い
出
を
「
わ
た
し
」

に
語
る
気
持
ち
に
な
っ
た
の
か
。

補
助
発
問
と
し
て
、「
つ
ら
い
過
去
は
本
来
だ
れ
に
も
話
し
た
く

な
い
気
持
ち
が
あ
る
は
ず
だ
が
…
…
。」
と
生
徒
に
た
ず
ね
て
み
る

の
も
よ
い
。
生
徒
は
、
自
分
の
体
験
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
た
り
、

自
分
を
「
客
」
に
置
き
換
え
て
考
え
た
り
す
る
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
「
客
」
が
、
少
年
時
代
の
つ
ら
い
思
い
出
を
引
き
ず
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
表
現
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

こ
れ
に
よ
り
、
一
人
一
人
の
読
み
取
り
が
掌
握
で
き
、
こ
こ
ま
で
の
学

習
の
定
着
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
丁
寧
な
読
み

取
り
が
で
き
る
よ
う
、
学
習
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
次
の
「
書
く
」
活
動

に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
た
い
。

す
で
に
回
想
場
面
を
学
習
し
た
後
で
あ
る
た
め
、
冒
頭
部
分
に
書
か
れ

て
い
る
現
在
の
場
面
に
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
客
」
自
身
が
し
て
し

ま
っ
た
罪
の
重
さ
や
行
為
の
切
な
さ
な
ど
が
理
解
で
き
、
よ
り
深
い
読
み

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
過
去
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
冒
頭
部
分
の
読
み
取

り
だ
け
で
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
き
て
、
最
初
の
読
み
取
り
を

生
徒
の
意
欲
を
喚
起
し
な
が
ら
、

ね
ら
い
に
迫
る

さ
ら
に
、
こ
の
作
品
の
場
面
構
成
や
展
開
か
ら
見
て
も
、
現
在
の
場
面

か
ら
過
去
の
場
面
へ
と
巧
み
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
語
り
手
が
前
半
と

後
半
と
で
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
冒
頭
部
分
が
こ
の
作

品
で
果
た
す
役
割
や
効
果
が
い
か
に
大
き
い
か
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
、
学
習
の
山
場
を
冒
頭
の
場
面
に
置
き
、
ま
と
め
の
学
習
で
は
、

そ
の
場
面
に
戻
っ
て
読
み
を
深
め
さ
せ
る
授
業
展
開
を
提
案
し
た
い
。

「
僕
」
が
長
い
間
語
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
気
持
ち
、
こ
の
場
面
で
つ

ら
い
過
去
を
語
っ
た
時
の
気
持
ち
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え

る
こ
と
で
、
主
題
に
迫
る
こ
と
も
可
能
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
、
こ
の
心
情
を
も
と
に
、
冒
頭
の
場
面
の
続
き
を
創
作
す

る
活
動
を
通
し
て
、
一
つ
の
額
縁
形
式
の
作
品
と
し
て
締
め
く
く
り
た
い

と
考
え
た
。

２
　
冒
頭
部
分
の
提
示
方
法
の
工
夫
（
指
導
の
構
想
）

冒
頭
の
場
面
は
、
回
想
場
面
で
読
み
取
っ
た
こ
と
が
よ
り
深
め
ら
れ

る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
生
徒
に
提
示
し
興
味

づ
け
る
か
、
ま
た
、
回
想
場
面
と
関
連
づ
け
て
ど
う
扱
う
か
が
重
要
と
な

る
。
今
回
は
左
記
の
ね
ら
い
に
合
わ
せ
て
、
こ
の
場
面
を
三
回
扱
う
こ
と

と
し
た
。

１
　
冒
頭
部
分
の
み
を
読
ん
で
、
回
想
場
面
へ
の
興
味
づ
け
を
行
う
。

ま
ず
、
冒
頭
部
分
の
み
を
示
し
、
初
発
の
感
想
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
次

の
よ
う
な
点
が
挙
っ
た
。

・「
客
」
の
過
去
が
一
体
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
気
に
な
っ
た
。

・「
自
分
の
思
い
出
を
自
分
で
け
が
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
子
ど

も
の
こ
ろ
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
し
た
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
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再
点
検
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
感
じ
た
こ
と
と
学
習
後
に
感
じ
た
そ
れ
と
は
違
っ

た
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
生
徒
は
、
過
去
の
出
来
事
を
す
べ
て
知
っ

た
上
で
、「
客
」
の
気
持
ち
に
沿
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。（
次
ペ
ー
ジ
上
段
　
学
習
プ
リ
ン
ト
１
参
照
）

３
　
生
徒
が
ね
ら
い
を
明
確
に
し
て
学
習
に

取
り
組
む
た
め
に

冒
頭
の
場
面
に
戻
る
意
味
を
学
習
者
で
あ
る
生
徒
自
身
が
わ
か
ら
な
け

れ
ば
、
主
体
的
な
学
習
は
成
立
し
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
が
ど
ん
な

意
味
を
も
っ
て
い
て
、
そ
こ
を
学
習
す
る
こ
と
で
何
が
明
確
に
な
る
の
か

を
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
学
習
課
題
の
提
示
方
法

や
学
習
過
程
な
ど
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
抵
抗
感
な
く

学
習
活
動
に
向
か
え
る
よ
う
な
工
夫
も
必
要
で
あ
る
。

■
生
徒
の
声
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
ゴ
ー
ル
の
学
習
課
題
を
提
示
す
る
。

作
品
の
結
末
が
自
分
の
収
集
し
て
い
る
ち
ょ
う
を
粉
々
に
つ
ぶ
す
と
こ

ろ
で
完
結
し
て
い
る
た
め
、
生
徒
か
ら「
終
わ
り
方
が
ど
う
も
不
完
全
で
、

も
や
も
や
し
た
感
じ
が
残
る
。」「
な
ぜ
、
こ
の
場
面
で
終
わ
る
の
だ
ろ
う

か
。」
と
い
う
声
が
い
つ
も
挙
が
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
声
を
生
か
し
て
、
最

初
の
段
階
で
、
ゴ
ー
ル
と
な
る
学
習
課
題
を
提
示
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。「
最
後
に
は
冒
頭
の
場
面
に
戻
し
て
、
大
人
に
な
っ
た『
僕
』の
心
の

内
を
と
ら
え
よ
う
。」「『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
を
、
ど
ん
な
気
持
ち
で

大
人
に
な
る
ま
で
心
に
し
ま
っ
て
い
た
の
か
を
と
ら
え
よ
う
。」と
い
う
ね

ら
い
を
示
し
、
作
品
全
体
の
読
み
取
り
に
入
っ
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。

■
冒
頭
の
場
面
に
戻
っ
て
、
作
品
の
続
き
を
考
え
る
。

学
習
の
最
終
的
な
ま
と
め
と
し
て
、「
書
く
」
活
動
を
取
り
入
れ
る
。

「
書
く
こ
と
」
を
通
し
て
、
主
題
に
よ
り
迫
っ
て
い
け
た
ら
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
大
切
な
の
は
、「
書
く
」
活
動
そ
の
も
の
を
重
視
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
の
読
み
の
力
を
高
め
て
い
っ
た
り
深

め
て
い
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
の
場
面
の
続
き
を
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
客
」
の
奥
底
に
潜
ん
で
い
る
心
情
、
情
景
描
写
の
巧
妙
さ

を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

思
い
出
を
語
っ
て
い
る
「
客
」
の
、
こ
の
時
の
気
持
ち
を
想
像
さ
せ
て

か
ら
、
創
作
に
入
り
た
い
。
ま
た
、
教
師
側
か
ら
全
体
に
、
ど
ん
な
点
か

ら
考
え
て
い
く
か
例
を
示
す
と
よ
い
。
次
の
よ
う
な
示
唆
が
考
え
ら
れ
る
。

・「
客
」
は
、
つ
ら
い
思
い
出
を
語
っ
た
直
後
、
最
初
に
口
に
出
し
た

言
葉
は
何
だ
ろ
う
。

・「
客
」
と
「
わ
た
し
」
が
ど
ん
な
会
話
を
交
わ
し
た
か
、
予
想
し
て

み
よ
う
。

・「
客
」
の
気
持
ち
を
考
え
て
、
動
作
や
行
動
を
入
れ
る
と
効
果
的
で

あ
る
。

・
周
り
の
様
子
（
情
景
描
写
）
も
加
え
る
と
よ
い
。

こ
こ
で
は
、「
書
く
」
活
動
に
抵
抗
を
示
す
生
徒
も
い
る
た
め
、
個
々

の
生
徒
へ
の
支
援
が
必
要
で
あ
ろ
う
。「
書
く
」
ま
で
の
学
習
段
階
を

し
っ
か
り
組
み
立
て
、
創
作
活
動
に
臨
ま
せ
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て

く
る
。

生
徒
が
書
い
た
作
品
は
、
作
品
集
を
作
っ
た
り
、
友
だ
ち
同
士
で
交
換

し
て
読
み
合
っ
た
り
す
る
こ
と
で
、
互
い
に
交
流
し
合
う
場
を
設
け
る
と

よ
い
。（
次
ペ
ー
ジ
下
段
　
学
習
プ
リ
ン
ト
２
参
照
）
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